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近
世
に
於
け
る
西
#

地
理
學
' 

六

八

(

八
；ー0
 

ち
ぅ
と
一K

つ
て
居
石
。
斯
ぐ
し
て
今
日
の
地
理
學
は
、
.現
實
に
於
い
て
朱
だ
に
斯
..か
る
廣
-?
/
1な
領
域
を
含
む
も
の
と
膝
せ
.ら
れ
.て
.皆
.る
.
 

の
で
あ
：る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
地
理
學
な
る
概
念
'の
規
定
に
關
し
て
.、
.意
見
の
：.不
ナ
致
が
存
す
る
こ
と
を
ー
不
し
て
居
技
ヾ
要
す
.る
に
地 

理
擧
は
未
だ
學
問
と
し
て
發
達
の
.途
上
に
あ
り
成
型
期
忙
あ
る
と
.一

K

は
.ね
ば
な
る
ま
い
？

.

，
 

:

.

!

■
獨

逸

騎

士

團

に

つ

い

て

—

-
を
の
成
立

•
活
動
•
衰
退

-

• 

.
 

-

■ ? 

.

ノ
 

.
高

村

象

平

.

, 

•

r

:

.

〜

中
切
後
期
の
北
歐
バ
ル
ト
海
地
方
<0
0
政
治
.經
濟
史
上
に
お
い
て
、
め
^
ま
し
い
行
動
.と
發
展
と
の
.跡
を
.印
し
た
も
の
に
.、
獨
逸 

ハ
ン
ザ
と
狢
逸
騎
士
團
と
が
あ
る
。
こ
の
ニ
つ
の
も
の
.の
成
立
の
起
源
は
同
じ
で
は
な
い
、
.端
的
に
い
へ
ば
、
前
者
は
、
此
獨
逸
商
、 

の
外
地
に
お
け
る
交
易
權
益
を
確
保
す
る
爲
め
の
經
濟
團
體
と
し
て
成
立
し
、
後
者
は
、
第
三
次
，十
字

軍

の

.副

產

物

と

し
'

て
、

異

敎

徒
 

.克
服
の
任
務
を
帶
び
た
宗
敎
圃
體
と
し
て
生
誕
し
炎
の
で
あ
る
。
然
し
そ
の
直
接
の
發
生
地
盤
は
異
に
す
る
も
の
の
、
.シ
ク
ゥ
フ
ァ
ア 

主
朝
以
降
に
お
け
る
獨
逸
民
族
勢
力
の
東
北
方
進
出
と
い
ふ
局
面
に
お
い
て
V
兩
者
は
相
結
ば
れ
て
ゐ
る
.
の
で
あ
り
、
夫

々
の
活
■
は 

'
謂
は
‘ぐ
相
五
補
売
.の
關
係
に
た
ち
つ
>

£
の
.大
運
動
を
展
開
し
て
.行
つ
た
の
で
あ
つ
た
0 

. 

..

但
し
獨
逸
東
方
植
民
運
動
に
協
ヵ
し
た
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
兩
者
.が
«
に
協
調
的
立
場
を
持
.し
た
と
い
ふ
讓
で

.は
な
ぐ
、
更
に 

.兩
^
?時
を
,
じ
ぅ
し
て
東
北
歐
へ
の
進
出
を
開
始
し
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
前
者
は
後
に
關
說
す
る
■と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
：暫
くj

日 

’
獨
秦
士
：國
g

ぃ
て
. 

, 

六

九

A=
s)

，
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逸
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い
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八
.
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く 

o.:.
後
者
に
つ
v>

て
一
言
す
怍
ば
、
.獨
逸
騎
士
團
が
バ
ル
ト
海
地
域
へ
始
め
て
現
は
れ
た
办
は
、
こ
れ
亦
後
述
す
る
如
く
、
第
十
三
世-

 

紀
ニ
〇
年
代
の
“こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
リ
ユ
べ
ッ
ク
市
民
を
先
導
と
す
る
獨
逸
本
國
市
.民
階
級
が
こ
.
の
地
方
に
進
H
し
始 

め
だ
.の
は
、
こ
れ
ょ
り
も
約
半
世
紀
餘
の
以
前
で
.あ
る(

1)

。
素
ょ
り
.こ
の
.明
は
未
だ
獨
逸
ハ
ン
ザ
と
し
て
結
成
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、 

然
し
こ
.の
先
驅
者
の
後
裔
が
、
第
十
四
世
紀
中
葉
.の
史
上
に
机
現
す
る
獨
逸
ハ
ン
：ザ
の
主
體
を
糨
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
を
以

. 

て
ハ
シ
：ザ
の
，東
方
進
出
の
端
緖
を
切
つ
た
も
の
と
做
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
•

:柬
方
獨
逸
植
民
運
動
と
い
ふ
廣
い
，視
野
の
中
に
お
い
て
、
獨
逸
ハ
.ン
ザ
の
動
き
と
獨
逸
騎
士
圃
の
そ
れ
と
の
交
錯
を
迪
る
と
と
は
、 

中
世
後
期
の
北
歐
經
濟
史
の
檢
討
の
上
に
必
要
な
こ
.と
で
あ
る
が
、

.
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
を
主
.た
る
論
題
と
し
な
い
。
採
り
あ
げ
る 

と
こ
ろ
は
、
猶
逸
騎
士
團
を
中
心
と
し
た
若
干
の
考
察
で
.あ
る
。
本
稿
の
副
題
に
も
示
し
た
.や
ぅ
に
、
先
づ
そ
の
成
立
、
次
い
セ
そ
の 

バ
ル
ト
鉍
地
域
、
特
に
プ
ド
.ィ
セ
ン
に
お
け
る
植
民
活
動
、
そ
し
て
こ
の
遂
行
の
爲
め
の
財
源
調
達
手
段
と
し
て
營
ん
だ
貿
易
、
最
後 

に
騎
士
團
衰
退
の
根
據
に
つ
い
て
等
を
迪
.る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
の
全
部
で
あ
る
。
從
つ
て
獨
逸
騎
士
團
と
獨
迆
ハ
ン
ザ
と
の
關
係

に
.
つ
い
て
は
、
右
の
諸
項
、
殊
に
騎
士
團
贸
易
伙
問
題
に
お
い
て
必
.
要
な
限
り
こ
れ
に
觸
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
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獨
逸
騎
上
團
の
犮
立
は
、

一
一
九
0

筇
ア
ッ
コ
ン
攻
圍
中
に
、
リ
ユ
べ
ッ
ク
及
び
ブ
レ
ヱ

メ

ン
の
市
民
等
が
聖
地
に
お
け
る
十
字
軍

IIi

將
士
の
傷
病
者
看
護
.に
當
る
爲
め
に
設
け
た
團
體
に
端
を
發
す
る(

1〕

。

八
年
の
後
、

.匕
れ
.は
敎
皇
ケ>

X-
-
チ
ヌ
ス
三
世
.に
よ
.っ
.て
宗 

敎
的
騎
士
園
と
し
て
確
認
さ
れ
た
0
越
え
.て 

一
ニ
ー
一 

年
、
獨
逸
騎
士
團
は
、
洪
牙
利
王
エ
シ
ド
レ
ニ
世
の
請
，.に
よ
り
、
ト
ラ
ン
シ
ル 

ヴ
7,
;产
ア
の
防
禦
の
爲
め
に
同
地
に
移
.っ
た
が
、
ニ
五
年
に
は
、
そ
の
'尊
大
且
っ
不
獨
の
態
度
、
該
地
特
に
ブ
ル
ツ
エ
ン
地
方
'に
對
す 

る
領
有
欲
泶
等
が
厭
は
れ
て
、
こ
こ
を
退
去
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
'

(

2〕

.°

し
か
も
こ
の
頃(

ニ
三
年
；}波
蘭
公
コ
ン
ラ
ァ
ド
•

フ
ォ
ン
• 

マJ
、ソ
ヴ
ィ.

H

ン
か
ら
異
敎
徙
ブ
ロ
：ィ
セ
ン
征
服
に
對
す
る
援
助
を
求
め
.ら
れ
て
ゐ
た
と
と
は
、
騎
士
園
に
と
つ
そ
頗
る
好
機
と
す
る
と 

と
み
で
あ
つ
た
。

..
■;

:■;
•

當
時
CO
,騎
士
圑
長
ば
、
.チ
ュ
ウ
リ
シ
.ゲ
ン
の
人
へ
ル
マ
ン
•

フ
ォ
'■
ン
*ザ
ル
ツ
ァ
で
あ
つ
た
が
、
彼
は
ブ
ル
ツ'

H

レ
地
方
に
お
け
る
自 

主
化
の
.失
敗
に
懲
り
て
、
コ
ン
テ
ァ
ド
'公
に
豫
じ
め
そ
の
報
償
を
要
求
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
.つ
た
。
そ
れ
は
成
功
の
曉
に
お
け
る
ク
， 

ル
ム
地
方
の
翻
睛
で
あ
づ
た
。.
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
と
の
約
定
を
更
に
保
證
す
る
爲
め
に
、
獨
逸
皇
帝
フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
に
そ
の 

確
認
.を
求
冷
た
。
そ
の
結
果
が
.、

1
、

ニ
ニ
六
年
三
月
交
附
さ
れ
た
謂
ゆ
る
リ
ミ
ニ
の
黄
金
文
書
..で
あ
'る
。
こ
の
恃
權
狀
に
よ
っ
て
、
ク 

ル
ム
地
方
の
み
故
ら
ず
、
.將
來
征
服
す
べ
き
プ
ロ
ィ
セ
ン
地
方
に
お
け
る
_

士
團
の
行
動
が
認
め
ら
れ
、
領
土
髙
權
が
賦
與
さ
れ
た
。 

こ
'の
確
認
を
得
た
後
、
ご
れ
等
地
方
に
お
け
る
騎
士
«

の
行
動
は
開
始(

一
一
一
一
ー
八
年
¥

れ
た
の
で
あ
る
。

.右
の
リ
ミr

の
皇
帝
文
書
は
、
キ
，ッ
'>
.ュ
敎
授
の
い
は
れ
る
如
く
、
，獨
逸
騎
士
團
國
家
.の
建
設
文
書
で
は
な
い
？

；>。

そ
れ
は
將
來
. 

實
現
さ
る
べ
.き
綱
領
を
確
認
し
.
，
た

も

の

に

.

外
.な
ら
な
い
。
換
言
.す
れ
ば
、
騎
士
團
が
コ
ン
.ラ
ナ
ド
公
の
請
ひ
の
ま
、
に
、
そ
'.の
征
服
及 

び
改
宗
事
業
を
援
助
し
、
そ
の
結
果
. 一' 

U

H

O
#
ク
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

の

，
條

約

：
に

よ

っ

て

、
前

約

に

，
基

づ

く

ク

ル
ム
地
方
；の
«!
1|
を

#

た
へ 

獨

逸

騎

士

：
圈

5

:

い
；
て
ノ 

, 

r
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七
.
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八

-
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獨
逸
.騎
士
團
に
っ
い
て
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'八
1
八〕

場
合6
事
態
に
對
處
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
0
從
っ
て 

一.U 
ニ
六
年
の
皇
帝
特
權
狀

は
、
ク
■ル
シ
，，
ヴ
ィ
ッ
ツ
め
條
約
の
前
提
た
る
も
の 

で
あ
る
が
.、
然
し
.そ
の
發
布
の
當
時
に
お
い
て
は
そ
の
特
權
内
容
の
實
現
如
何
は
尙
不
明
の
と
と
に
屬
す
る
。
し
か
も
フ
リ
ィ
ド
リ
ッ

ヒ
ーI

世
が
、
そ
の
不
確
定
な
る
事
態
に
對
し
て
特
權
を
賦
與
し
た
の
は
、如
何
な
る
极
據
に
發
す
る
も
の
で
，あ
ら
ぅ
か
。
へ
ル
マ
ン
•
オ
ォ

* 

,

バ
ジ
敎
授
は
と
れ
を
中
世
國
家
の
國
王
大
權(

B
o
d
e
n
r
e
g
a
o

に
載
づ
く
と
い
は
れ
る(

4
W
0即
ち
山
•
野
•
森
•
川
•海
等
に
對
し
て
國
王 

.が
獨
占
的
權
利
を
有
し
、國
王
の
特
別
の
認
可
に
ょ
っ
て
の
み
そ
の
權
利
'行
使
が
可
能
と
な
る
と
い
ふ
古
法
の
適
用
に
出
づ
る
と
い
ふ
。 

然
し
な
が
ら
こ
の
解
釋
は
尙
.十
分
な
も
の
と
は
い
へ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
右
の
國
王
大
權
の
形
成
は
フ
ラ

ン
ク
帝
國
建
設
以
来
の
こ 

と
で
あ
り
、
そ
の
擴
大
は
力
ロ
リ
ン
グ
王
朝
以
來
の
こ
と
で
あ
る
が
、
土
地
に
對
す
る
國
王
大
權
と
は
結
局
帝
國
內
に
お
け
る
公
法k

 

所
有
權
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
帝
國
範
域
に
對
す
る
支
配
高
權
が
現
實
に
獲
得
さ
れ
て
.後
に
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
石 

も
の
だ
か
ら
で
あ
'る
。
換
言
す
れ
ば
、
；H

地
に
對
す
る
國
家
高
權
の
獲
得
、
.從
っ
て
土
地
諸
物
件
の
所
有
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
國
王
大 

權
の
爲
め
の
.前
提
條
件
が
形
成
さ
れ
、
叉
土
地
に
對
す
る
國
王
大
權
が
有
效
と
な
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

で

は

と

の

外

に

、
.'
ニ 

一
二
六
年
の
皇
帝
特
權
の
极
據
と
な
る
も
の
は
何
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
關
し
て
最
近
シ
テ
ン
ゲ
ル
敎
授
の
說 

か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
.適
切
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
征
服
地
に
.對
す
る
支
配
權
を
以
て
す
る
の
で
あ
る
0
©

)

0

た
\:
'
こ
の
場
合
、
前 

■
記
の
國
王
大
權
も
結
局
は
征
服
に
由
來
す
る
も
の
、
從
っ
て
謂
ゆ
る
無
主
地
に
對
す
る
權
利
に
外
な
ら
.ぬ
と
す
れ
ば
、、
別
し
て
區
別 

す
べ
.き
も
の
.
.は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
然
し
征
服
地
に
對
す
る
支
配
權
と
帝
國
內
の
公
法
的
所
有
權
と
は
、
謂
は
P
原
因
と
結
娱
と
の
關 

係
に
置
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
從
つ
て
と
の
兩
者
を
等
置
す
る
こ
と
は
出
來
な
ぃ
で
ぁ
ら
ぅ
。
と
こ
ろ
で
シ
テ
-
ン
ゲ
ル
敎
贤
に
よ

.れ

.ば
；
力
r
ル
大
帝
、
オ 
>
ト
ォ
木
带
以
来
五
世
紀
間
に
互
つ
て
獨
逸
帝
國
が
、

チ
ル
.ベ
、
ザ
乡
ァ
レ
、
オ
ォ
グ
て
ヮ
イ
ク
セ
ル
、
メ

メ
ル
、
デ
ユ
ナ
の
諸
河
を
越
え
て
擴
大
し
得
た
の
は
、
十
字
架
と
劍
と
の
結
び
付
き
に
負
ふ
の
で
あ
つ
た
。
戰
ひ
と
勝
利
と
に
よ
つ
て 

r
國
の
範
域
は
擴
犬
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
/

j
q

征
服
は
、
敎
會
に
と
つ
て
有
利
と
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
は
當
時 

の
觀
念
か
ら
す
れ
ば
、
利
意
に
叶
つ
た
正
當
な
行
ひ
で
あ
づ
た
-°
そ
し
て
こ
こ
に
東
方
.の
異
敎
の
地
を
す
べ
て
無
主
地
と
做
し
、
こ
れ 

を
征
服
し
装
督
敎
化
す
る
こ

と
は
帝
國
の
神
聖
な
任
務
で
あ
る
と
做
す
政
治
的
觀
念
が
形
成
さ
れ
，た
の
で
あ
る
し(

5
.

)

o
か
く
て
..フ
リ
ィ 

ド
リ
，
ヒ
.ニ
世
が
特
權
狀
を
賦
與
し
た
の
は
、
獨
逸
帝
國
の
範
域
の
.擴
大
を
考
へ
.た
か
ら
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
異
敎
地
を
征

服

地 

と
し
、
以
て
帝
國
に
歸
屬
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
るC 

:

然
し
前
記
の
如
く
. 一
 

ニ
ニ
六
年
の
'皇
帝
文
書
は
、
ひ
と
り
將
來
征
服
す
べ
き
ブ
ロ
.イ
セ
ン
地
方
に
關
す
る
の
.み
で
な
く
、
ク
ル
ら
也 

方
に
對
す
る
f

s

要
求
承
認
を
も
含
め
て
ゐ
る
。
こ
の
地
域
は
波
蘭
領Q

1

部
で
f

、
こ
.こ
は
夙
に
_

敎
化
さ
れ
た
地
域
で

あ
る
。
從
つ
て
こ
の
地
方
の
所
屬
に
對
し
て
は
、
前
述
の
根
據
は
該
當
し
得
な
い
。
そ
れ
は
別
の
立
場
に
出
で
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な 

ら

.な
い
。
し

、波
蘭
は
一
〇

一
八
年
ボ
レ
ス
ラ
'フ
一
世
治
下
、
獨
逸
皇
帝
よ
り
獨
立
を
承
認
さ
れ
、.
そ
の
後
嗣
ム
シ
ス
ラ
フ
二
世
も
大
い
に
國
威
の 

宣
揚
に
努
め
た
の
で
あ
つ
た
が
そ
の
後
數
代
父
子
相
爭
ひ
兄
弟
相
_
ぎ
、
ボ
レ
ス
ー
7
フ
帝
國
は
瓦
解
狀
態
に
あ
り
、
そ
の
諸
公
は
蜀 

逸
穿
國
に
依
倚
し
て
ゐ
た
。
こ
の
波
蘭
公
に
對
す
る
獨
逸
皇
帝
の
立
場
が
、
ク
ル
ム
地
方
の
領
土
高
權
賦
與
の
根
據
を
な
す
の
で
あ
つ 

た
再
び
シ
テ
ン
ゲ
ル
敎
授
に
よ
れ
ば
、「

か
X
る
依
存
關
係
は
、
第
+
三
世
紀
に
は
可
成
り
薄
く
な
つ
て
は
ゐ
た
が
、然
し
フ
リ
ィ
ド 

I

騎
l

i
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潘

騎

：士
_

.
に
づ
：い
て
-'
'

七.四
：

c

A

I

l

o

)

9
:
,f
.ヒ
.T
1-W
の
行
爲
は
と
_の
.關
係
に
.立
脚
す
a-
も
の
で
あ
つ
た
。
同
皇
帝
が
騎
七
團
長
へ
.ル
マ

P
の
請
に
應
じ
て
示
し
た
廣
汎
な
處
置
‘ 

は
：、V.

ぞ
：の
十
；地
.：に
.對
す
：る
支
配
者
な
り
と
信
じ
た
れ
ば
.こ
そ
行
，ひ
得
た
と
こ
ろ
と
.い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
皇
帝
は
、
波
蘭
の
.ク
ル
，
，
 

ム
地
方
を
：獨
逸
帝
國
の
一
部
を
な
す
も
.の
と
見
た
の
■で
'あ
つ
た0

0
。 

,

、
 

へ
ル
：マ
シ
•
フ
ォ
ン
•ザ
ル
：ッ
ァ
が
そ
の
.支
配
.す
べ
き
土
地
に
對
し
.て
得
た
獨
逸
皇
帝
の
確
認
は
、
' 右
の
.如
き一

一
つ
の
^

M
に
出
づ
そ 

も
の
..であ
つ
た
。

フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
は
ク
ル
ム
地
方
も
、
亦
プ
ロ
イ
セ
ン
地
方
を
も
、
從
つ
て
獨
逸
騎
士
園
領
土
を
以
て
、
獨
逸 

帝
國
の
一
部
た
る
ベ
き
も
.の
'と
做
し
た
の
‘で
あ
，る
？
然
る
1*
は
、
；騎
士
團
領
域
.は
.獨
逸
帝
國
內
に
：.お
け
る
他
の
.諸
領I

ム
と
飱
ん
ど
異
な
.：
 

る
と
と
.ろ
は
な
.い
。
と
い
：は
ね
ば
な
ら
なi

。
で
.は
そ
の
結
果
、
.騎
士
團
莨
は
帝
國
の
.諸
.侯
^
列
し
た
の
で
あ
ら
ぅ
か
。
從
來
多
く
說
：
. 

か
^-
る
と
?1
5 -
は
、
と
れ
を
肯
定
す
る
も
め
.で
あ
る(

7)

、
そ
の
根
據
の
ー
つ
は
、
リ
ミ
ニ 

.の
黄
金
文
書
に
お
い
て
、
ク
ル
，.み
地
方
及 

び
ブ
ロ
..

イ
セX

の
內
政
上
の
諸
權
利
I

完
全
な
裁
'判
權
、
.貨
幣
鑄
造
權
、
市
墩
設
置
權
、
關
税
•租
税
•そ
の
他
貢
納
徵
收
權
、
水
陸 

交
，通
保
全
權
、
鹽
そ
の
他
鑛
裔
物
の
‘.採
取
權
等一

,が
騎
士
團
及
び
團
長
に
賦
與
さ
队
て
を
り
、
.と
.れ
等
諸
權
利
は
當
時
の
觀
念
か
ら 

す
れ
ば
、
帝
國
諸
侯
の
領
邦
主
權
9 ;
8

{3炫
1
1
0
1
1
&)

を
構
成
す
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ら

p

あ
る
と
い
ふ
ハ3
W

O
他
の
极
.«

と
す
る
と
と 

ろ
は
、
右
の
皇
帝
文
書
.に
.お
い

セ

、

騎
士

il
l
長
並
び
に
そ
の
後
繼
者
を
帝
國
諸
侯
と
等
置
し
て
、
そ
の
賦
與
さ
る
i
權
限
が
示
さ
.れ
て 

ゐ
石
&
と
を
以
て
す
る(

9)

0 

,
. 

. 

' 

. 

:
„

然
し
な
が
ら
、
と
の
後
者
に
對
し
て
は
’、
縱
令
團
長
の
.享
受
す
る
特
權
が
帝
國
諸
侯
の
そ
れ
と
等
置
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
て
、
帝
國 

諸
：侯
に
列
.す
る
，と
の
明
文
な
き
.
限
り
、
こ
：れ
を
強
ひ
て
.類
推
す
.る
こ

と
は
行
き
過
ぎ
た
解
酿
と
せ
.ね
.ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
權
限
が

fm
等
で
：あ
る
と
.い
ふ
、こ
.と
は
，
そ
の
嫩
位
も
亦
同
一
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
騎
士
團
長
が
帝
國
諸
侯
に
對
比
さ
れ
'て
ゐ 

て
も
‘、
.
こ

の

键

諭

が

決

し

V

諸
侯
を
作
り
出
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
シ
テ
，
ン
ゲ
ル
敎
授
の
指
摘
•さ
れ
る
通
り
で
あ
る(
10
W

O
次
に
前 

者
の
极
據
に
.っ
い
て
は
、
.既
に
ゥ
ェ
'ァ
ミ
ン
.ダ
ホ
ッ
フ
氏
の
反
對
が
あ
る
-0
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「

右
の
.諸
權
利
は
、
領
邦
茜
主
の
權
利
で 

あ
っ
だ
。
然
し
領
邦
君
生
の
み
が
帝
國
諸
侯
で
办
り
、
逆
に
帝
國
諸
侯
は
領
邦
君
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
騎
士
團
長
は
獨
逸
帝
國
諸
侯
で 

あ
る
と
は
い
へ
な
い」

と
い
ふ
の
.で
あ
る(

11〕

。

換
言
す
れ
ば
、
皇
帝
文
書
に
よ
っ
て
一
萣
の
權
利
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
て
、騎 

士
_
長
が
帝
國
諸
侯
に
列
し
た
と
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
，帝
國
諸
侯
た
る
が
爲
め
に
は
.
こ
の
權
利
を
所
有
す
る
と
同
時
に
、
帝 

國
と
國
主
と
に
食
し
て
■一
 

宛
の
公
法
的
義
務_

忠̂
誠
の
誓
-
軍
事
勤
務
等——

を
履
行
せ
ね
ば
な
ら
尨
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
騎
士 

團
長
に
は
前
者
の
資
格
が
.あ
っ
て
も
、
後
者
の
給
付
が
課
せ
ら
れ
な
か
っ
.た
か
ら
、
彼
は
帝
國
諸
侯
で
は
な
か
っ
た
と
い
.は
ね
ば
な
ら 

な
い
。
双

つ

て

.、

從
來
の
肯
定
說
は
、
ゥ
ヱ
ァ
ミ
グ
ダ
ホ
ッ
フ
氏
及
び
シ
テ
ン
ゲ
ル
敎
授
の
反
對
：に
よ
.つ
て
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
-̂
:
と
に
な
る
？ 

.

然
し
ご
れ
.を
以
て
、こ
の
問
題
は
解
決
し
た
こ
と
に
.は
な
ら
な
い
。
騎
士
團
長
は
そ
の
支
配
地
を
以
て
獨
逸
帝
國
に
屬
し
て
ゐ
た
が
、
 

最
初
か
ら
帝
國
に
對
し
て
一
定
の
.公
法
的
_
務
を
給
付
す
る
こ
と
な
く
、
帝
國
の
諸
候
に
.は
列
し
.な
か
っ
た
。
こ
.れ

が

以

，上

の
總
栝
で 

あ
る
。
然
し
と
の
黄
金
.文
戴
を
.受
け
-た
當
の
騎
士
團
長
へ
ル
マ
ン
•
フ
ォ
ンV

サ
ル
ッ
ァ
は
、

フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
の
最
高
顧
問
の
.

1..:. 

人
に
數
ぇ
ら
れ
る
程
の
高
官
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
.信
任
莅
だ
大
な
る
も
の
，が
あ
つ
.た
の
で
■あ
る
o'
こ
れ
を
示
す
幾
多
の
靡
例
は
オ
プ
ラ 

r
デ
^
氏
の
，硏
寬
.に
讓
つ
'て
こ
こ
に
.は
樹
略
す
る
，が
9

)

パ
と
に
か
く
か
、
る
人
が
、帝
國
諸
侯
と
同
格
め
權
限
.を
與
へ
ら
れ
な
が
ら
、 

獨
逸
騎
士 
_
に
っ
■い

て

： 

，
 

十

五
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W
逸
騎
士
阁
に
つ
い
て 

七
六

$

コ
3

し
か
も
縱
令
形
式
的
に
な
り
と
も
諸
侯
の
列
に
加
へ
ら
れ
な
か
つ
た
と
.と
は
、
何
等
か
の
餘
儀
な
い
理
由
が
あ
つ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
；
れ
に
つ
い
て
レ
で
ド
リ
ッ
K
女
史
は
、
カ
ス
パ
ァ
氏
の
說
を
援
用
し
て
、「

騎
士
園
は
そ
の
領
域
に
對
し
て
高
權
を
得
な
が
ら
、

し
か
も
帝
國
と
の
關
係
は
故
意
に
不
明
確
に
し
て
を
い
た
。
蓋
し
ヘ
ル
マ
ン
•
フ
ォ
ン
•ザ
ル
ツ
ァ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
主
的

阈
家
を
削
設
す
.る
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
し
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が
Q〕

、
こ
れ
を
以
て
と
の
問
韻
の
理
由
と
す
べ
き
で
あ
ら
ぅ
か
。

- 

、
’ 

,

こ
の
說
明
は
、
獨
逸
騎
士
國
領
域
が「

自
主
的
國
家
.

」

に
發
展
し
て
行
つ
た
の
は
、
ヘ
ル
マ
ン
の
樹
て
た
目
德
が
そ
の
後
凝
背
に
ょ
つ

て
受
け
繼
が
れ
こ
れ
が
實
現
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
も
受
け
取
れ
る
。
然<

4

そ
れ
は
謂
ゆ
る
結
果
論
的
解
釋
で
あ
つ
て
、
カ
ス
パ
ァ
氏 

の
い
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
當
時
獨
逸
東
部
の
邊
境
地
方
の
支
配
權
を
繞
つ
て
、
口
ォ
マ
敎
皇
と
獨
逸
皇
帝
と
の
間
に
競
爭
乃
至
對 

立
關
係
が
存
在
し
て
ゐ
た
事
情
を
、
へ
ル
マ
ン
•
フ
ォ
ン
•
ザ
ル
ツ
ァ
.が
利
用
し
た
と
い
ふ
意
味
に
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い(

14
0
。

即
ち
こ 

の
兩
者
の
競
合
關
係
か
ら
しV

*

常
時
新
た
に
改
宗
し
た
服
屬
者
に
完
.全
な
自
由(libertus〕

が
保
證
さ
れ
た
と
い
ふ
事
情
、
こ
れ
を 

ヘ
ル
.
マ
ン
が
洞
察
し
て
そ
の
支
配
地
に
も
適
用
せ
し
め
、
結
局
騎
士
團
領
域
は
自
主
國
家
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
獨
逸 

騎
士
闺
がa

ォ
マ
聖
廳
と
.獨
逸
皇
帝
宮
廷
と
の
中
間
的
地
位
に
あ
つ
た
こ
と
を
、彼
は
ょ
く
利
用
し
た
の
で
あ
つ
た
o
.
そ
れ
故
に
と
そ
、
 

彼
は
前
記
の
如
く
一
一
一
一
ー
六

¥

の
崑
帝
文
書
を
得
た
外
に
、
三
四
年
更
に
そ
の
支
配
地
に
對
す
る
^
ォ
マ
敎
皇
の
保
護
特
權
を
請
ふ
.；

J 

と
を
忘
れ
な
か
つ
た
o
.
そ
れ
は
獨
逸
皇
帝
の
み
に
依
倚
し
た
場
合
、
皇
帝
が
こ
れ
に
干
渉
を
加
へ
.る
惧
れ
'を
未
前
に
防
い
だ
行
動
で
•あ
. 

づ
た
®
と
の
時
騎
士
團
は
、

ロ
ォ
マ
敎
皇
を
単
に
そ
.の
聖
界
の
上
級
者
と
し
て
見
る
ば
か
り
で
な
く
、.
そ
.の
領
域
の
上
級
君
主
で
•あ
る 

と
認
め
た
の
で
ぁ
る
15〕

。
,

.

し
か
も
こ
れ
.は
結
局
の
と
こ
.ろ
、
騎
士
圑
の
活
動
領
域
が
バ
ル
ト
海
邊
境
'地
方
に
所
在
し
た
と
と
か
ら
由
來
す
る
も
の
と
い
括
ね
ば 

な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
-
そ
.の
領
域
の
自
主
化
は
、
獨
逸
帝
國
が
か
の
任
職
權
爭(

Investiturstleio

以
來
卩
ォ
マ
聖
廳
と
の
間 

に
鬪&

を
續
け
、
■

大
空
位
時
代(

一

ニ
五
六
丨
七
三
年〕

の
出
現
を
み
る
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
權
ヵ
を
次
第
に
減
退
し
て
行
っ
た
事 

情
と
も
關
聯
す
る
。
即
ち
世
俗
的
中
央
權
カ
.の
•弱
少
化
に
伴
っ
て
遠
隔
の
地
に
あ
る
騎
士
團
勢
力
の
强
大
化
を
來
さ
ざ
る
を
得
な
.か 

っ
た
事
情
、
こ
れ
で
あ
る
。
.
の
み
な
ら
ず
、

一
時
は
獨
逸
帝
國
を
凌
駕
す
る
か
に
見
え
た
ロ
*ォ
マ
.聖
廳
さ
へ
も
、
第
十
三
世
紀
後
半
に
.
 

，は
#
太
利
^
奪
の
影
響
を
ぅ
け
て
、
バ
ル
ト
海
地
方
に
お
け
る
優
越
的
地
位
を
喪
.失
す
る
0-
か
く
て
と
の
邊
境
地
方
に
領
邦
が
形
成
さ 

れ
、
そ
の一

っ
が
自
主
國
家
に
發
展
す
る
こ
と
に
は
何
等
障
碍
.は
存
し
な
く
な
つ
た
れ
け
で
あ
つ
た
°
:

騎
士
團
領
域
が
自
主
國
家
.に
發
展
し
た
こ
.と
の
所
以
は
、
以
上
に
よ
っ
.て
解
か
れ
た
と
し
て
も
、
.リ
ミ

ニ
の
黃
金
文
書
に
よ
っ
て
騎 

士
團
長
が
帝
國
諸
侯
に
列
ぜ
ら
れ
ず
、
又
そ
の
後
.に
お
い
て
も
、
獨
逸
皇
帝
も
騎
士
團
長
も
亦
こ
れ
を
要
求
す
る
こ
.と
な
か
っ
た
极
據 

は
*
尙
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
旣
に
騎
士
圃
そ
の
も
の
が
自
主
國
家
に
發
展
し
て
行
つ
た
以
上
は
、
こ
れ
を
敢
て
迫
る
必
要
は
な
い 

わ
け
.で
あ
る
が
、
'少
く
と
も 

一
ニ
ニ
六
年
の
.皇
帝
文
書
の
發
布
の
當
時
に
お
い
て
-
.フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
も
へ
ル
マ
ン
•
フ
.ォ
ン
•
ザ
'
 

ル
ツ
ァ
も
共
に
、騎
士
團
長
が
帝
國
諸
侯
の
地
位
に
.あ
.る
と
明
示
し
な
い
で
濟
ま
せ
た
の
.し
何
故
で
.あ
ら
ぅ
か
。
と
れ
は
、
法
制
上
騎 

士
圑
長
が
帝
讓
侯
た
る
適
格
を
缺5

た
か
ら
に
'外
な
ら
な
い
。
.シ
テ
ン
ゲ
ル
敎
授
に
從
.へ
ば
、「

そ
れ
は
騎
士M

■

獨
逸
帝
國
か
ら 

授
封
す
る
と
と
を
阻
止
し
た
と
同
一
の
特
質
に
存
す
る
。
即
ち
彼
が
.受
動
的
な
封
建
權
利
無
能
力
者
た
る
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
れ
は
沍 

禮
と
忠
誡
の
宣
誓
と
を
以
■て
受
封
す
る
こ
と
が
、
彼
を
束
縛
す
る
敎
會
に
よ
つ
て
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
結
果
で
あ
る
。
從
って

第
4
-
1

一
世 

効
逸
騎
士
棚
2
っ
い
て 

• 

七

七

(

\
ニ
ー
ー
ー

〕



M
'逸
瞼
士
離
.に
っ
い
て

 

• 

： 

七

八

.

(

八二
！
：)

紙
以
來
.魏
烬
齋
國
諸
侯
.だ
.る
條
件
は
失
ば
机V

ゐ
た
.の(

で

あ

っ

.怒

•

(

»(
>
.

〕

0

皇
帝
も
騎
士
團
長
，
も

、

ご
の
法
制
的
极
據
を
知
つ
,て
ゐ
允 

故
に
、
敢
で
y'
-
ミ
.，

〗

1
の
黄
金
文
書
に
お
^
て
と
れ
に
關
說
ず
-る
こ
.と
を
し
把
か
つ
た
<0
セ
あ
っ
，た
'>

.

.

.

.'

勿
*

^
ら
!̂
る
衝
侶
が
.す
べ
，.て
こ
の
逾
格
を
.缺
い
た
.の
で
'は
な
い
P
帝
國
に
定
依
ず
る
同
敎
の
金
都
"
.ベ
ネ
デ
ク
.卜
僧
圑
に
屬
す
る 

す
べ
て
の
帝

國

ま

員

の
大
修
道
院
‘長
.や
大
修
道
女
_
長
、
挺
：に
.は
が
が
や
ド
ル
パ
ッ
ト
の
新
同
敎
は
、
い
づ
れ
も
封
建
權
利
能
力
を
有 

.し
へ
で
.ゐ
た
。
然
し
任
職
權
爭
以
來
の
新
し
，

S.

大
修
道
院
長
が
諸
侯
、に
が
石
と
と
.
な
か
.っ
た(

1 6)

。
獨
逸
騎
士
團
亦
こ
れ
に
屬
す
る
。' 

.獨
逸
酸
ゼ
|1
'
:長
は
ぃ
シ
ー
:-
-
^:
ゲ
ル
敎
授
に
ょ
作
ば
.、帝
國
|1
*
'
#(7
>
'#.
官

.の

ゼ

で

き

 

で
あ
っ
た
。 

(

17)

0
fr
官
が
俗
界
の
'君
主
.に
封
建
的
宣
誓
.§:
;
% :
-
ず
こ
と
-を
禁
じ
た
の
.は
、敎
皇
ゥ
ル
.、パ
-/
.1

¥:(

一
 

〇
九
五
年〕

以
來
の
こ

と
で
あ
り
、 

そ
7の
後
_齓
.々
..な
る
檄
.會
に
と
の
禁
.令
.ば
發
.せ
.ら
^:
で
.が
^
.
‘.一
 

T
H
.
0
年
に
も
.敎
拿
オ
ノ
リ
ゥK

.三
世
は
、
騎
士
團
長
が
聖
界
並
び
に 

#

典
'の
_
人
.か
に
^
誡
の
'誓
_
•&:
禮
を
つ
ぐ
し
，で
^

て
.保
^ ;
を
求
“め
.るv

と
を
禁
じ
、て
.か
る
a

)

？
即
ち
獨
逸
帝
國
の
封
臣
と
な
る
こ
と 

出
W
来
な
か
っ
だ
。
こ
作
は
丁
.度
リ
.ミ 

一

r

の
.黄
金
文
割
發
‘布
'に
先
.立
っ
.と
と
僅
か
六
年
前
.で
あ
.各
^
從̂
っ
.て
'ヮ
ォ
マ
.聖

廳

と

密

接

な

關 

^
5:
'
有

じ

七̂

た
.へ
^.
マ
ン
*
フ
ォ
.ン
•ザ
ル
ツ
ァ
.が
'
/
J<b
.禁
制
を
忘
.却
.す
る
管
も
な
ぐ
.
.皇
帝
フ
.リ
■ィ
ド
リ
ッ
.
ヒ
二
一
世
も
功
彼
を
帝
國 

(6
#

尚
と
ず
.る
こ
と
を
新
^

^
ね
ば
な
ら
な
か
っ
.だ
。
^;
の
事
情
が
、獨i
騎
士
斷
長
が
帝
®

g

侯
に
：列
す
.る
と
-と
な
か
つ
.た
.理
由
19
0
、 

レ
か
.も
能
傲
f

理

が

だ

つ

た

の.•で

あ

るo

ン

.-:

.

.
'
.
.
-

「

:

'

一. 

. .
;
.
: 

, 

\ 

,
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r
. 

..
こ
れ
よ
りl

一一
 
年
前
、'
.即
ち
3

m

一
 
年
.

K

ゾ
ド
1>
ュ 
一*
は
黄
金
文
書
を
發
布
ル
て
”
洪
牙
利
戀
法
め
最
初
の
被
文
々
f
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主

權

の

確

保
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.
*

族
■の
權̂
義
漱
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潘
定
し
、
；以

.て
國
內
秩
序
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囘
復
を
圖

.っ(

てpQ

る
0
-9
X
ル
；'•チ
ナ
シ
ド
• 
メ 
.ッ
ゲ
ル
著
廉
び
に
譯
、
供
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史
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名
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一
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侃
；
• 

•
リ
ミ
：ラ.の
集
带
文
書
が
發
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
當
時
饼
太
利
政
策
に
沒
頭
し
て
ゐ
た
フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
が
そ
の
傍
ら
來
方 

•*
政
策
を
決
し
て
放
置̂
た
'め
で
，は
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
ぼ
シ
タ
ゥ
フ

.

.ノ
r
zf
-
朝
のII

ゆ
/.
a
帝
政
策
の
問
題
に
關
聯
す
る
。

.

.
ャ
.獨
.逸
患
带
政̂
に
.
.つ.：>
;て
は
、.次
の
書
に
簡
潔
な
槪
觀
が
述
べ

.ら
れ
て
ゐ.る
o
. 
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C19
V

但
し
こ
の

後
一

五
三
〇
年
に
至
つ
て
、
ヵ
ァ
ル.五
世
は
獨
逸
騎
士
圑
長®

&
日
2.
蘇
0>
^
の
後
繼
者ODeutschmeister)

に
對
し
て
ブ
ロ
ィ

セ
ン
を
封
土
と
し
て
授
け
、
同
時
に
彼
を
帝
國
諸
侯
に
加
へ
.て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
い
ま
本
稿
の
問
題
と•す
る
限
り
で
は
な
い
。

(
w
e
r
m
i
n
g
h
o
»
, 

a. 

p
. 

P

.

0

01
1
3
.

)

H

獨
逸
騎
士
.團
は
、
前
述
の
如
く
ア
ッ
コ
ン
に
お
い
て
結
成
さ
'れ
て
.か
ら
三
十
年
足
ら
ず
で
>
バ
ル
ト
海
南
岸
の
新
し
い
活
動
領
域
に
現 

は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
こ
の
地
方
は
如
何
尨
る
政
治
狀
態
に
あ
つ
た
で
あ
ら
ぅ
か
。
い
ま
レ
*
リ
ッ
ヒ
敎
授
の
說
か
れ
る
と
と 

ろ
杧
從
つ
ィ
、
こ
れ
老
1
言
す
る
教
ら
ば(

1)

、
s
 

t

へ
，
ク

市
,<
o

建
設
者
ザ
ク
セ
シ
公
ハ
イ
ン
9

,

ヒ
*

デ
ァ
*

レ
土
ヴ
.

8
於
そ
ゎ
從

兄
弟
の
獨
逸
皇
帝
フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ

一
世
バ
ル
バ
tt

ッ
サ
に
よ
っ
て
逐
は
れ
、
ゥ

JC
ル
フ
ァ
ア

家
と
シ
ク
マ
フ
ァ

ア
家
と
の
間
に
王
位 

,學
奪
を
繞
る
耜
爭
が
展
開
，さ
れ
て
.後

；
；
こ
，
，の
.
國

''
^

不
安
に
；乘
じ
て
.丁
抹
勢
カ
は
南
下
し
て
來
た
® 
.即
ち
ヮ
ル
，テ
マ
>
ル
王
は
、
'ホ
：ル
.シ 

ク
.イ
ン
よ
り
遠
く
.エ
ス
ト
ラ
.
ン
ド
に
互
る
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
を
從
へ
、
リ
ユ
ベ
ッ
ク
ナ
ら
も
丁
抹
王
の
支
配
す
る
と
と
ろ
と
な
つ
た 

'の
で
あ
る
2

1

一，〇

一
年)

。
然
し
な
.が
ち
ニ
三
年
同
王
が
そ
の
麾
下
シ
ユ
ゥ
エ
リ
ン
伯< 
イ
ン
リ
ッ
ヒ
に
よ
つ
て
監
禁
せ
ら
れ
る
に
及 

び
、
情
勢
は一

轉
す
る
。
.と
い
ふ
の
は
、
そ
の
釋
放
の
代
償
と
し
て
、H.

ル
べ
•
ア
イ
ダ
ァ
兩
河
間
に
お
け
る

舊
獨
逸
領
支
配
の
放
棄 

'
.を
誓
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
し
、
更
に
こ
れ
を
囘
復
せ
ん
と
す
る
同
王
の
企
て
も一

一
七
年
の
.ボ

ル
ン
へK

ヴ
ト
.の
一
.戰
に
よ
つ
て
水
泡 

に
歸
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
と
にX

ル
ト
海
東
南
岸
地
域
は
再
び

舊
支
配
者
の
手
に
還
附
さ
れ
る
と
と
に
な
つ
た
の 

で
あ
っ
た(

2)

0 
. 

.

.

獨

逸

騎

士

團

が

旣

述

，の

リ

ミ

1
.

の
黄
金
文
書
を
得
た
の
は
、
ボ
ル
ン
へ
工
ヴ
ト
の
會
戰
の
前
年
の
こ
と
で
.あ

る
.0
こ

.

の 

一
ニ
ニ
六
年 

.に
は
こ
の
外
に
、
伊
太
利
に
あ
っ
た
獨
逸
皇
帝
か
ら
リ
ユ
べ
ッ
ク
市
民
に
.特
權
が
賦
與
さ
れ
を
り(

六

月〕

、

と
.れ

に

よ

っ

て

同

市

は

皇 

帝
直
屬
の
帝
國
自
由
都
市
と
な
つ
'て
ゐ
る
？

)

。

同
じ
年
に
し
か
：1

ニ
月
と
六
月
と
い
ふ
相
隔
ら
ざ
る
期
間
に
、
同
じ
バ
ル
ト
海
也
域 

.に
關

す
る
皇
帝
の
特

损

狀

が
：#
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
のg

暴

.に
べ
ル
マ
ン
•
フ
ォ
ン
•
ザ
ル
ッ
ァ
の
策
動
が
潜
む
と
.い
ふ
の
が
、
從
來 

.說

か

れ

て

：ゐ

る

と

と

ろ

で

あ

る

c
-
o
o

即
ち
彼
は
そ
の
指
揮
す
る
騎
士
團
の
活
動
を
、
獨
逸
本
國
と
の
海
上
連
絡
確
保
に
よ
っ
.て
助
成 

:せ
し
め
.ん
と
_計
畫
し
た
の
で
あ
.っ

た

:°
と
い
ふ
の
は
、
こ
の
頃
旣
に
リ
ユ
ベ
ッ
ク
は
バ
ル
ト
海
地
域
.の

宗

教

的

.
•
經

濟

的

進

出

者

の

出 

.帆
港
と
し
て
、
M
に
は
バ
ル
ト
海
交
適
の
要
衝
と
し
て
、
.指
.導
的
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
か
ら
で
.あ
る
0

0
。

素

よ

り

.リ
ユ
.
ベ

ッ
ク
と
騎 

V

獨
逸
騎
士
觸
に
っ
い
て

 

ベ

ー

.，

(

八
ニ
，七

〕



も
獨
逸

：

駱
士
闽
に
っ
い
て
 

八
ニ 

(

八II

八)
士
..團
、
或
ば
後
年
の
獨
逸
.

c

ン
ザ
の
中
樞
都
市
と
騎
士
團
國
家
と
が
、
へ
ル
マ
ン
個
人
の
策
略
に
よ
っ
.て
は
じ
ぬ
て
結
合
さ
れ
た
と
見 

る
と
.と

は

出

来

な

い
0
然
し
東
方
獨
逸
植
民
運
動
が
、
伊
太
利
宮
廷
.に
お
け
る
リ
ュ
べ
ッ
ク
.市
會
の
代
表
者
と
ヘ
ル
マ
ン
と
の
諒
解
エ 

作
に
よ
っ
セ
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ら
ぅO

し
か
も
彼
等
の
共
同
計
畫
は
、
丁
抹
に
友
誼
を
示
す
敎
皇
に
反
對 

し
た
フ
リ
ィ
ド
リ
ッ
ヒ
ー
®

の
行爲

_
_

自
由
特
權
の
承
認
—

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
具
體
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ 

o
fe
o
そ
し
て
後
年
騎
士
.圑
亥
配
地
域
の
諸
都
市
が
獨
逸
ハ
ン
ザ
に
加
盟
し
、
叉
ダ
ン
.チ
ヒ
よ
り
.レ
ヴ
ァ
ル
に
互
る
地
域
に
お
け
る
 ̂

土
.園
の
保
護
を
信
賴
し
て
、
獨
逸
本
土
か
.ら

植

民

者

が

出

發

し

得

た

，
こ
と
，の

端

緒

は

、

と

こ

に

發

す

る

と

い

へ

よ

ぅ

。

，扨
て
、
獨
逸
騎
士
團
と
獨
逸
ハ
ン
.ザ
と
の
植
民
事
業
協
力
の
問
題
か
ら
離
れ
て
、
ク
ル
ム
地
方
•
ブ
ロ
イ
セ
ン
地
汸
に
お
け
る
阖
逸 

騎
士
園
^
體
の
活
動
を
見
る
と
、
こ
れ
を
大
別
し
て
三
種
と
な
す
こ
と
が
出
來
る
。
先
づ
第j

は
.、
基
督
敎
傳
道
，
異
敎
徒
改
宗
で
卺 

る
.0こ
の
任
務
は
、
騎
士
圈
の
本
來
の
性
質
灰
は
そ
の
存
在
意
義
か
ら
當
然
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
騎
士
圑
も
亦
饭
に
こ
の
任 

務
を
主
張
す
る
こ
.と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
單
に
表
面
上
の
理
由
と
し
か
採
れ
ぬ
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
'の
態
度
を
持
し
た
。
例 

へ
ば
後
に
リ
タ
ゥH

ン
人
の
征
服
.に
進
ん
だ
時
、
彼
等
は
旣
忙
基
督
敎
徒
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
異
敎
徒
改
宗
の
名
目
は
立
て 

得
ざ
る
に
も
拘
ら
ず
、騎
士
團
防
、
リ
ク
ゥ

JC
.
ン
人
が
當
時
尙
異
敎
を
信
奉
せ
る
サ
マ
イ
ト
人
改
宗
事
業
を
妨
碍
す
る
か
ら
先
づ
リ
ク
ゥ 

エ
ン
を
征
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
做
し
た
如
き
で
1

(

6
0
0次
に
第
一
一
の
活
動
は
、
そ
の
支
配
地
域
に
お
け
る
移
植
民
事
業
で
あ

る

。 

こ
れ
は
右
の
第
一
の
課
題
と
關
聯
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
は
、
リ
ミ
一
一
の
.皇
帝
文
書
に
現
は
れ
て
ゐ
る
如
き
謂
ゆ
る
灌
カ
玫
策O

實 

行
で
も
あ
つ
た
。

と
こ
.ろ
：で
、
第
一
の
改
宗
任
務
を
报
す
爲
め
に
、
又
.第
ニ
の
植
民
事
業
に
對
す
.る
障
害
.を
麗
伏
す
る
爲
め
に
、騎
士
團
は
波
蘭
公
.獨 

逸
皇
.帘• 

ロ
ォ
マ
敎
皇
か
ら
賦
與
さ
れ
た
諸
特
權
を
す
べ
'て
行
使
し
た
。
の
み
.な
ら
ず
そ
_の
權
カ
手
段
に
お
い
て
足
ら
ざ
る
と
.こ
ろ
は
、
 

M

に
束
北
方
植
民
.に
關
心
を
示
し
.た
邊
境
諸
侯
の
援
助
を
か
.り
た
。
そ
し
て
前
記
兩
種
の
活
動
が
進
展
し
行
く
に
伴
ひ
、騎
土
團
の
財
庫 

に
は
莫
大
.な
現
物
貢
納
が
流
入
す
る
や
ぅ
に
な
っ
.た
。
こ
の
自
己
消
費
量
を
超
え
た
領
内
過
剩
生
產
物
を
處
理
し
ー
他
方
そ
の
必
要
と 

す
る
外
國
生
產
物(

毛
織
物
•
葡
萄
酒
•油
•
香
料
等〕

を
調
達
し
"
併
せ
て
傅
道
•
植
民
事
業
.の
財
：源
に
備
え
ん
が
爲
め
に
企
て
ら
れ
た
の 

が
、
騎
士
團
の
貿
总
經
營
で
あ
る
、
そ
れ
は
當
初
騎
士
團
自
體
.及
び
七
の
事
業
を
維
持
*
遂
行
す
る
爲
め
の
、謂
は
C
需
要
充
足
の
手
段 

に
.發

し

た

の

で

あ

っ

た
が
、
や
が
て
大
規

mな
營
利
の
爲
め
の
.も
の
に
轉
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
若
し
改
宗
及
び
植
民
事
業
を 

以
て
獨
逸
騎
士
團
の
前
期
釣
活
動
と
做
し
得
る
な
ち

ば
、と
の
第
三
の
貿
易
經
營
は
後
期
的
活
動
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
ょ
ぅ
。
以
下
*
本
■
 

節
.に
^
,S

て
は
前
期
的
活
動
の
中
で
植
民
事
業
の
ー
班
を
ブ
ロ
イ
セ
ン
に
っ
い
て
概
觀
し
;'
次
節
に
お
い
て
騎
士
圃
貲
易
に
關
說
す
る
0 

獨
逸
騎
士
.團
の
ブB

イ
セ
シ
植
民
.活
動
は
、
ヒ
れ
を
一
一
期
に
分
つ
て
考
察
す
る
.こ
と
が
出
来
る
o
第
一
.期
は
ニ
一
三
〇
年
の
ク
ル
シ 

ユ
ヴ
ィ
ッ
ッ
.條
約
以
後
、

一
一
一
八
三
年
の
ブ
ロ
イ
セ
ン
全
土
征
服
完
了
に
至
ざ
間
で

あ
り
、
第
一
一
期
は
そ
の
後
一
四
一
〇
年
の
ク
ン
ネ 

ン
べ
.■ル
タ
#
蛾
に
，.至
'る
期
間
で
あ
る
。

.先
づ
第
一
.期
.の
.植
民
の
特
徵
は
、
そ
：れ
が
騎
士
團
の
自
力
の
み
''で
は
遂
行
し
得
な
か
.っ
.た
と
と
で
あ
る
。
當
初
騎
士
團
所
屬
の
騎
士 

は
百
.名
足
，ら
ず
.
で
あ
.
つ
た
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
.の.
寡
勢
を
.以

て

征

服

•
植

民

を
進

め

.

.
る
に
は
、他
か
ら
の
助
勢
を
必
要
と
し 

衣

'0
そ
：の
.

i

は
、
：既
に
—
言
し
た

如
く
、
リ
ユ
べ

ッ
ク
を
先
導
と
す
る
敢
為
の
テ
ィ
ダ
ァ
ザ
.ク
セ

ン
商
人
層
で
あ

b
、
他
は
、

獨
逸
東 

拥
逸
齡
注
團
に
っ
い
て
ノ 

八

ヨ

(

八
ニ
九)



猢
逸
騎
士
圃
に
っ
グ
て 

八

四

へ

八

三

o)
北
部
の
.諸
侯
が
そ
の
邊
境
地
方
に
對
し
て
企
て
た
獨
ゆ
る
十
字
軍
遠
征
(0
參
加
.者
で
あ
.っ
た
0
こ

の

遠

征

は

一

一
一
三
三
年
以
降
七
一
一
.年 

.に
至
る
間
に
^
回
以
上
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
が
C7)

.
騎
士
圑
は
こ
の
參
加
者
の
中
か
ら
、
征
服
地
に
定
着
し
て
以
て
騎
士
團
勢
カ
擴
充 

を
援
護
す
る
者
を
得
る
こ
と
が
出
來
.た
、
彼
等
は
、
ク
ロ
ォ
ル
マ
ン
氏
の
硏
究
に
よ
^
ば
、
チH

ウ
リ
ン
ゲ
ン
、

二ィ
グ
ァ
ザ
ク

セ

ン 

等
の
獨
逸
本
國
人
の
外
に
、
ト
ラ
ン
ス
ア
ル
ビ
ン
ギ
工
ン
、
ア
ス
カ1.1

ァ
、
マ
イ
セ
ン
、
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ク
、ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
、シ

*1

レ
ジ
ィ 

.エ
ン
等
の
邊
境
地
方
人
よ
り
成
り
、
'そ
し
て
'そ
の
多
.く
.は
、
'既
に
植
民
者
と
し
て
揭
動
し
て
ゐ
た
者
、
或
は
他
民
族
の
支
配
下
に
あ
る 

土
地
に
進
出
せ
る
獨
逸
人
§

響

で

あ

っ

た

写

從

っ

て

彼

等

は

、
そ
の
故
土
よ
り
遠
く
離
れ
た
異
境
の
地
に
定
住
す
る
上
に
必

要
な
敢
爲
の
精
神
と
か
謂
ゆ
る
企
業
欲
と
.か
を
帶
び
て
ゐ
た
こ
と
は
勿
論
、
更
に
植
民
に
要
す
る
可
成
り
の
資
力
を
も
有
す
る
人
々
で

■
 

■

#

 ̂

■
 

•

.あ
っ
た
。
か
、
る
資
格
は
前
記
の
北
獨
商
人
層
も
亦
具
へ
る
と
£
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
.騎
士
團
植
民
第一

期
に
お
け
る
獨
逸
人
の
援 

勢
は
、資
力
あ
る
企
業
家
と
も
稱
す
べ
き
者
を
以
て
構
成
さ
れ
たa

で
あ
っ
て
、獨
逸
本
國
の
窮
乏
貴
族
の
子
弟
が
新
し
い
生
活
を
求
め

-
- 

.

.

.

一
.ノ
 

.

.

.

.

. 

. 

• 

■ 

- 

- 

■

-

て
プ
ロ
イ
，セ
.ン
に
移
住
し
た
の
で
は
な
か
つ
.た
。
こ
の
他
方
騎
士
團
と
し
て
も
-
先
づ
第
一
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
征
服
と
支
配
と
を
そ
の

-
 

•
 

.

.

.

,

當
面
の
課
題
と
す
る
以
.上
、
旣
に
植
民
の
經
驗
と
適
格
と
を
具
へ
る
者
の
助
勢
.の
み
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
無
經
驗
者
を
陵
住

* 

. 

- 

■ 

' 

- 

.

せ
し
め
て
こ
れ
に
保
護
を
加
へ
る
が
如
き
餘
裕
は
な
か
つ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

.

: 

• 
. 

•
 

- 

,

騎
士
團
の
プ
ロ
イ
セ
ン
征
服
の
經
路
は
、
西
部
よ
り
東
部
へ
向
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
は
、
都
市
建
設

.

. 

. 

- 

• 

'
 

'
 

t 

• 

•

順
位
の
地
理
的
分
布
で
あ
ら
ぅ
。
即
ち
ト
ル
ン(

一
ー
ー
へ
三
ニ
年

〕

、

ク

ル

ム

(
同
年〕

、
マ
リ
ィ
ヱ
ン
ウ
ヱ
ル
ダ
ア

(
r

ニ
三
七
年)

、h

ル
ビ

- 

. 

■ 

■ 

. 

: 

■ 

. 

. 

- 

- 

. 
J

シ
グ(

同
年)

、
バ
ル
ガ

(

同
年)

-*
ケ

JC
ニ
ヒ
ス
べ
ル

ク(

ー
.ニ
五
五
年)(

0
0
0tl
れ
等
は
、
そ
の一

帶
の
地
の
防
衞
據
點
*
行

政

中

、
レ

と
な
各
と
同
時
•に
、
.ブ
ロ
イ
セ
ジ
の
經
濟
的
支
配
-.の’爲
め
の
手
段
と
も
な
.る
も
の
で
.あ
つ
た
。
即
ち
舊
來
存
す
る
市
場
の
徬
ら
に
新
設

さ
れ
た
こ
れ
等
獨
逸
都
市
は
、
や
が
て
前
者
に
.お
ば
る
交
易
を
吸
收
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
.れ
は
ブ
：ロ
イ
セ
シ
種
族
の
商
業
乃
至
こ
1

.

と
連
繫
す
る
農
村
を
"
獨
逸
勢
力
下
に
置
く
こ
と
を
意
味
し
た
"

.

•

然
し
な
が
ら
-
騎
士
團
は
前
述
の
如
く
、
事
實
上
そ
の
征
服
地
域
に
對
し
て
完
全
な
主
權
を
行
使
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
征
服
地
の

土
着
人
ロ
を
そ
の
欲
す
る
ま
、
に
抑
壓
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
騎
士
團
本
來
の
使
命
た
る
傅
道
思
想
に
.
'

反
す
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
騎
士
團
領
域
の
上
級
支
配
者——

縱
令
名
目
上
に
せ
ょ
I

た
る
敎
皇
は
*
蕋
督
敎
の
急
速
な
普
及
と
永

續
と
の
爲
め
に
、
.新
改
宗
者
を
穩
和
に
取
扱
ふ
べ
き
.と
と
を
命
じ
た
.か
ら
.で
あ
る
。
ブ
ロ
イ
セ
ン
固
有
の
習
俗
の
寬
容
、
蛛
に
そ
の
社

«

會
的
自
由
と
土
地
所
有
關
係
の
維
持
と
は
、
屢
々
獨
逸
騎
士
園
に
對
し
て
要
求
さ
れ
た
.の
で
あ
っ
た(

10)

0
但
し
こ
の
制
規
乃
至
自
肅■ 

に
も
拘
ら
ず
*
プa

イ
セ
ン
種
族
の
强
烈
な
反
抗
の
結
果(

11)

、
可
成
り
殺
戮
も
抒
は
+れ
、
事
實
上
ー
地
方
の
人
口
が
殲
滅
さ
れ
る
場 

合
も
あ
っ
た
P
然
し
そ
れ
は
元
來
人
口
稀
少
の
地
方
に
お
い
て
多
く
生
じ
た
の
で
あ
り
*
人
口
稠
密
な
地
方(

東
部
ボ
メ
ザ
.二
 

H

ン
、
北

1 

部
ポ
ゲ
..ザ'一
一
ェ
ン
、
エ
ル
ム
ラ
ン
ド
、
チ
タ
ン
ゲ
ン
、
ザ

'ム
ラ
ン
ド〕

で
は
、第
十
五
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
依
然
プ
.ロ
イ

セ
シ
農
民
が
. 

人
口
の
主
體
を
構
成
し
て
ゐ
.た
の
で
あ
る(

12)

0
從
つ
て
こ
れ
等
ブ
ロ
イ
セ
ン
東
部
で
は
、
舊
來
の
土
地
制
度
が
存
續
し
て
ゐ
た
と
概

言
す
る
.と
と
が
出
來
る
，

. 

% 

.

然
し
.そ
の
反
扰
の
結
果
全
く
騎
士
園
の
掌
中
に
歸
し
た
地
方
に
お
い
て
は
、
.こ
れ
を
獨
逸
植
民
者
に
與
へ
て
耕
作
せ
し
め
、
同
時
に 

そ
の
地
區
'の
防
護
に
當
ら
-'
1
>め
た
。
こ
の
場
合
騎
士
團
は
、
そ
の
植
民
者
の
.舊
身
分
に
應
じ
て
土
地
を
分
與
し
た(

18〕

0
し
か
も
彼
等

. 

供
ぎ
粉
士
國5

い

て

，

 

a
m 

(

八n
i
l
)



铜
逸
.騎
：土
國
に
っ
い
て

 

八

六

(

八
一1
H

)
に
_
さ
れ
た
困
難
な
任
務
は
、
十
分
な
資
力
と
手
段
と
を
所
有
す
る
者
に
..し
.て
始
め
；て
遂
行
し
得
る
の
で
あ
；っ
太
か
ら
、
騎
士
團
の
受 

樹
者
の
中
に
は
破
滅
す
る
者
も
尠
か
ら
ず
生
じ
た
。
r
.の
他
方
'
當
初
.か
ら
廣
大
な
土
地
.を
所
有
す
る
者
で
あ
っ
て
，
ブ
ロ
イ
セ
ン
の 

豪
族
と
通
婚
し
て
大
土
地
を
相
續
す
る
者
も
あ
っ
た(

38〕

。

從
っ
て
彼
等
獨
逸
植
民
者
の
所
有
す
る
土
地
の
面
積
は
、
大

は

ニ一
〇
d

 

フ

ゥ

ヱ
か
ら
小
は
四
0

フ
ゥ
フ
ヱ
以
下
に
互
る
樣
々
の
大
さ
で
あ
つ
た
。

.
ニ
一
八
三
：年
騎
士
團
の
プ
_ロ
イ
セ
ン
征
服
完
了
と
共
に
、
そ
の
植
民
活
動
は
第
二
期
に
入
る
。
騎
士
團
は
■そ
れ
ま
で
征
服
戰
爭
に
割 

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
勢
力
の
一
.半
を
、
こ
こ
に
植
民
_
業
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
出
来
る
.や
ぅ
に
な
っ
た
。
先
づ
土
地
の
改
修
、
騎 

士
的
移
住
者
の
土
地
所
有
の
改
訂
が
企
て
ら
れ
た
。.
そ
の
强
權
を
以
て
、
過
大
な
所
有
地
は
減
少
せ
し
め
ら
れ
、
.
又
は
騎
士
團
當
局
の 

有
利
な
る
や
ぅ
他
の
土
地
と
の
交
换
を
强
«
さ
れ
た
0
:

)

0
最
早
騎
士
圈
は
、
獨
逸
騎
士
層
の
移
住
增
大
に
對
し
て
大
な
る
關
心
を
抱 

か
な
か
っ
，'.た

.0
そ
れ
.よ
り
は
、
征
服
地
プ
ロ
イ
セ
ン
の
土
地
開
發
に
重
點
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
期
植
民
は
、
 

主
と
し
て
旣
墾
地
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
.て
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
.た
が
、
第
二
期
に
お
い
て
は
ハ
ブ
ロ
イ
セ
ン
東
部
•
南
部
の
荒
蕪 

.地
、
そ
の
他
尙
廣
き
範
圍
に
五
.っ
.て
存
す
る
未
懇
地
の
利
用
が
企
て
ら
れ
だ
。
然
る
に
こ
れ
等
の
開
，墾
は
、
ブn

イ
セ
ン
の
幼
稚
な
農
具 

乃
.至
農
業
技
術
を
以
て
し
'て
は
進
涉
し
得
ず
、
こ

こ
に
こ
れ
よ
り
は
優
れ
た
獨
逸
本
國
の
農
民
を
迎
へ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
？
そ 

し
て
騎
士
團
は
謂
ゆ
る
請
負
制(Lokaticnssystemo

を
以
て(

16〕

彼
等
を
ブ
ロ
イ
セ
ン
に
吸
引
す
る
に
努
め
、
そ
の
結
果 
一
ニ
九
〇
ハ
牛 

以
降
六
十
¥.
間

に

.'
\
約
千
四
百
の
獨
逸
村
落
を
創
設
せ
し
め
る
、C
と
が
出
来
た
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て
第
一
一
期
植
民
は
'
農
民
的
植
民 

.ハ

e

.Kliche 

ĉolonisation)

の
時
期
と
呼
.ぶ
こ
.と
も
出
来
よ
う
c16〕

o

.

シ
ュ
レ
.ジ
ィ
メ
ン
、
チ
ュ
ウ
リ
ン
ゲ
ジ
、
或
は
ー
ー
ィ
ダ
.ァ
ザ
ク
ゼ
ン
地
方
か
ら
家
財
を
背
ひ
妻
子
を
伴
つ
て
遠
く
ブ
ロ
イ
セ
ン
を
自 

指
.し
.て
進
む
農
民
の
流
入
は
、
第
十
四
世
紀
前
半
が
最
も
盛
で
あ
，っ
た
。
然
.る
に
同
世
紀
中
葉
を
以
て
、
こ
の
本
國
か
ら
の
！g

民
移
住 

は
杜
絕
す
る
。
と
れ
が
何
に
由
來
す
る
か
に
っ
い
て
、
從
來
說：

か
れ
：る
：と
.こ
ろ
は
ニ
つ
あ
る
。
そ
の
二
は
、
こ
の
第
十
四
世
紀
中
葉
に 

歐
羅
巴
全
土
を
襲
っ
た
べ
ス
ト
に
ょ
.る
人
口
減
退
に
‘基
づ
く
と
做
す(

17)

0

他
は
-
第
十
三
世
紀
乃
至
第
十
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
、 

獨

逸

本

國

及

び

そ

の

邊

境

•
.
植

民

地

域

一，帶
に
多
く
の
都
市
が
新
設
さ
れ
た
.こ
と
を
以
て
す
る
。
即
ち
と
れ
等
商
工
業
の
中
心
.地
に
農 

村
過
剩
人
口
社
吸
收
さ
れ
、
從
っ
て
東
方
へ
の
.農
民
移
住
は
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

.

說
く(

1 8)

0

然
し
な
が
ら
、
こ
の
ニ
說 

彭
れ
も
他
を
排
す
る
も
の
.で
は
な
く
、
雨
者
共
に
採
る
.べ
き
.で
あ
ら
-5(

19
^

.
と
こ
ろ
で
本
國
か
ら
の
農
業
移
民
は
停
滯
し
.て

も

，、

プ 

ロ
、イ
セ
ン
に
お
け
る
騎
.士
團
の
植
民
活
動
は
中
絕
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
ー
.三
五
〇—

八
〇
年
、

一
四
〇
〇
|
〇
五
年
頃
は
、
 

ブ
ロ
イ
セ
ン
植
民
の
盛
時
と
看
做
す
べ

き

程
の
も
の
で
あ
っ
た
？
こ

れ
は
ブ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
領
內
移
住
が
盛
に
行
は
れ
た
か
ら
一
で 

あ
る
。
特
に
全
土
の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
東
部
。南
部
の
荒
蕪
地
の
開
墾
が
著
し
く
進
#
し
た
か
ら
で
あ
っ
た(

20)

0 

然
し
こ
の
第
十
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
國
内
植
民
活
動
は
、
繼
續
的
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
前
記
Q
.如

く

約一

一
.十

年

の

沈

滯

期

を 

中
間
に
持
つ
。

こ
れ
を
クn

ォ
ル
マ
ン
氏
は
、
ブa

イ
セ
ン
諸
都
市
の
擴
大
が
、
そ
の
近
く
の
農
村
人
口
を
吸
收
し
た
こ
と
を
以
セ
說 

い
て
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
で
は
、
ニ
十
年
後
に
再
び
農
民
移
住
が
苒
開
さ
れ
た
理
由
に
ま
で
及
び
得
な
い
。
更
に
こ
れ
が
ク
ン
ネ
ン
ベ
ル 

ク
の
會
戰
の
數
年
前
に
終
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
も
說
明
し
得
な
.い
。
何
と
な
れ
ば
、
若
し
右
の
第
十
五
世
紀
初
年
の
領
內
植
民
が
一
四
一 

0

年
ま
で
續
い
て
ゐ
た
.と
す
る
な
ら
ば
、
こ
•の
年
獨
逸
騎
.士
®

が
波
蘭
•
リ
ク
ゥH

ン
聯
合
軍
に
‘ょ
っ
て
破
ら
れ
、波
蘭
王
朝
の
正
朔
を 

獨
逸
騎
士
國
に
づ
ぃ
て 

. 

> 

\
七

.
て
三
三)



鵝
遂
鞠
，士
鼷
に
っ
ぃ
て 

八八
へ八
ゴ

一

阀)
奉
ず
る
と
と
に
：な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
'獨
逸
騎
士
圃
'の
自
主
權
の
衷
失
.は
、
綠
士
團
の
植
民
活
動
の
完
成
を
阻
げ
た
と
い
ひ
得
る
ゎ 

け
で
あ
る
。
然
し
そ
の
植
民
活
動
が
、
來
る
ぺ
き
崩
壞
に
先
立
っ
て
や
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
クa

ォ
ル
マ
ン
說
を
以
て
は
解
き
：得
な
い 

と
こ
ろ
と
い
は
ね
.ば
'な
ら
な
い
。

■

こ
の
問
題
は
.
最
近
モ
ル
テ
ン
ゼ
ン
夫
妻
に
ょ
っ
て
次
の
如
ぎ
解
答
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
經
濟
關
係
か
ら
の
み
理
由
を
求 

め
る
こ
と
を
せ
ず
、經
濟
的
•軍
事
的
關
係
の
相
關
か
ら
し
で
、
こ
の「

農
民
移
住
の
時
間
的
リ
ズ
ム」

を
說
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
.
 

で
，あ
.る
。
日
く
、「

騎
士
團
の
.軍
事
的
緊
張
著
し
く
な
っ
た
場
合
、

一
般
.に
移
住
活
動
は
^

It

微
し
•
.こ
れ
に
反
し
、
か
、
る
軍
事
狀
態
か 

ら
脫
し
た
時
.

•

薪
移
住
の
爲
め
の
力
と
手
段
と
が
自
由
に
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
る
し(

21)

。
で
は
第
十
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
獨
逸
騎
士
.
 

圑
の
軍
事
狀
態
は
、
具
體
的
に
如
何
な
る
變
化
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
か
。

.

.

そ
の
第
一
.は
、
ブ
ロ
ィ
セ
ン
怔
服
を
完
了
し
た
獨
逸
騎
士
圑
が
第
二
の
攻
勢
を
リ
ク
ゥ
工
ン
に
向
け
る
に
.至
っ
た
と
と
、
し
か
も
そ 

の
戰
爭
が
第
十
四
世
紀
後
半
に
は
大
規
模
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
.
こ
れ
と
同
時
に
西
歐
羅
巴
に
お
け
る
十
字
軍
熱
が
一
般
に
減 

退
し
、
從
っ
.て
異
敎
徒
粧
服
と
い
.ふ
騎
士
圑
形
成
乃
至
存
續
の
根
據
を
漸
次
に
喪
失
し
た
こ
と
か
ら
も
生
ず
る
。
即
ち
前
者
か
ら
は
騎
.
 

士
團
軍
隊
の
規
模
の
擴
大
を
必
要
と
し
、
後
者
か
ら
し
て
は
、
從
來
の
如
く
献
身
的
騎
士
を
以
て
軍
隊
を
構
成
す
る
こ
と
を
得
ず
、
.傭 

兵
の
徵
募
を
以
て
こ
れ
に
當
て
る
や
ぅ
に
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
等
の
結
果
は
、
騎
士
園
財
政
の
負
擔
並
び
に
そ
の
統
率
力
を
.一
層
增 

大
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
A
こ
れ
が
爲
め
に
、
前
記
の
如
く
領
內
植
.民
に
中
間
的
休
止
を
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
！；

あ
る
'0 

然
し
一
三
九
六
年
リ
タ
ウ
ヱ
ン
と
の
停
戰
が
協
定
さ
れ
、
翌
々
年
ザ
-!
?

ン
ゥ
31
ル
ダ
ァ
の
媾
和
が
締
結
さ
れ
る
に
及
び
、
と
こ
に
騎
士

國
は
再
び
そ
の
全
力
を
移
住
事
業
に
向
け
る
こ
と
が
出
來
る
や
ぅ
に
な
つ
た
。
.こ
れ
が
、
第
十
四
世
紀
末
か
ら
次
の
世
紀
の
初
年
に
か 

け
て
、
國
內
植
民
活
動
が
.急
激
に
且
っ
强
大
.に
苒
開
さ
れ
る
に
至
.っ

た

所

以

で

あ

る

.？

 

： 

' . 

-

と
の
國
內
植
民
の
第
二
の
波
が
ひ
い
た
の
は
、

一
四
〇
五
年
頃
で
あ
る
。
こ
の
時
は
戰
時
狀
態
に
あ
っ
た
の
で
も
な
く
.、
•フ
•ロ
ィ
セ 

ン
=
獨
逸
植
民
地
域
が
直
接
_
擊
さ
れ
る
惧
れ
が
あ
つ
た
の
で
も
な
い
0
然
し
騎
士
團
と
波
蘭=

リ
タ
ゥ
工
ン
と
の
關
係
は
、
騎
士
團 

の
ノ
ィ
マ
ル
ク
買
收(

一
四
〇
ニ
年
¥

直
接
の
契
機
と
し
て
漸
次
險
惡
に
な
り
っ
ぐ
あ
る
時
、
從
っ
て
騎
士
團
と
し
て
は
新
た
に
戰
爭 

準
備
を
必
要
と
し
た
時
で
あ
っ
た
。
モ
ル
テ
ン
ゼ
ン
夫
妻
.
研
究
に
ょ
れ
ば
、
こ
の
頃
騎
士
團
領
地
の
邊
境
城
塞(

特
に
東
部)

の
修
築 

費
の
支
出
は
非
常
に
增
加
し
て
を
り
、

r

四
〇
八
年
に
は
、
當
時
と
し
て
は
正
に
空
前
の
費
額
が
新
傭
兵
募
集
.の
爲
め
に
支
拂
は
れ
て 

ゐ
る
<
22)

0

か

く

の

都

き

‘情

勢

の

下

に

お

い

て

.は
、
騎
士
圑
の
勢
カ
と
資
カ
と
が
移
住
事
業
か
ら
引
き
^
げ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
ハ
。
そ 

し
て
こ
作
が
、
タ
ン
ネ
ン
べ
ル
ク
の
敗
戰
に
先
立
つ
て
、
そ
の
来
る
べ
き
崩
壞
を
豫
示
す
る
か
の
如
く
に
、
騎
士
團
の
植
民
活
動
が
事 

前
に
終
熄
し
た
所
以
.で
，あ
っ
た
。

.
、

'

-
'

.

T
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e
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皆
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.

.
リ
产
べ
ッ
ク
に
つ
い
'て
は
壻
田
四
郞
敎
授
に
ょ
る
ず
ぐ
れ
た
硏
究
が
存
す
る 

。
-「

獨
'逸
ハ
ゾ
.ザ
都
市
リ
立
1
べ
ッ
ク
の
成
立
に
っ
い

て
； /

東
京
商
科
大
學
硏
究
年
報「

經
濟
學
硏
究」 (

4)

、昭
和
十
苹
十
ラ
月
。
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特
に
そ
の
著
し
き
も
の
は
、

一

ニ
四
ニ
年
以
降
の
一
挨"

二
一
六
.

1

年
以
降
の
そ
れ
で
あ
っ
て
"
後
者
の
如
き
は
騎
士
圍
の
支
配
そ
の
も 

:
の
が
一
方
な
ら
ず
脅
か
さ
れ
る
程.の

强

烈

な

も

の

で

あ

っ

た

、。

.

.
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12) 

. K
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村
落
創
設
は
こ
れ
を
謂
負
者0
0
^
0

1

9に
委
托
す
る0
彼
は
そ
の
努
力
の
報
償
と
し
て
全
村
の.十
分
の
一
の
土
地
を
所
有
す
る
が
、
こ
の 

所
有
地
に
は
貢
祖
負
擔
な
く
、
軍
役
勤
務
の
義
務
の
み
が
課
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
請
負
人
が
村
長
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
製
粉

-
 

.碧
や
酒
屋
と
共
に
村
段
の
上
層
者
を
形
成
し
、
對
內
•對
外
.の
諸
般
の
事
務
を
遂
行
し
、
獨
逸
人.村
民L

對
し
て
下
級
裁
判
權
を
行
使
す
るC 

そ
の
裁
判
收
人
け
彼
の
所
得
と
な
っ
た
。
る.

Aubin, a. a. o. 
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四

.獨
逸
騎
士
團
の
貿
易
の
.成
立
の
根
據
に
つ
い
て
は
、
旣
'
に

一
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
騎
士
團
自
體
が
多
く
の
財
貨
の
大
消
費
者
で 

.あ
つ
て
、
ブa

ィ
セ
：\
に
對
す
る
支
配
が
確
立
さ
れ
て
後
は
、
特
に
著
し
く
需
要
を
增
大
し
た
。
そ
の
政
廳
や
團
長
の
必
要
、
城
塞
の 

建
設
、
軍
隊
•船
隊
の
維
持
等
に
は
、
多
額
の
國
內
諸
齑
物
や
現
金
、
扨
て
.は
外
國
商
品
を
必
要
と
し
た
。
し
か
も
植
民
事
業
が
進
埗
し
、 

耕
地
.の
擴
張
を
見
る
に
至
つ
た
後
は
、
.そ
の
直
轄
地
ょ
り
の
收
得
、
或
は
農
民
の
現
物
貢
納
等
は
、
：消
費
必
.要
量
を
超
-え
る
や
ぅ
に
.な 

-

り
、
、こ
と
に
こ
れ
の
輸
出
を
以
て
外
國
商
品
の
購
入
に
資
さ
ん
と
す
る
に
至
る
の
は
當
然
で
あ
つ
た(

1)

。
加
ふ
る
に
そ
の
領
域
、特
に 

ザ
ム
.ラ
.シ
ド
沿
岸
ょ
り
產
出
ず
る
琥
拍
は
、「

パ
ル
ト
海
め
黄
金」

の
異
名
の
下
に
全
歐
羅
巴
市
場
に
お
い
て
^
仰
め
的
と
な
つ
そ
ゐ
た 

一
親
逸
騎
士
幽
.に
つ
い
て 

' 

九 

一

<
V
H七〕



t

置

騎

士

國

に

つ

い

て

 

ノ 

全

C

八
三
八

〕
が
、
そ
の
採
取
、
販
賣
共
に
騎
士
圓
の
高
權
に
屬
す
る
と
；

J

ろ
で
.f
.
 

(

2)

、

AJ

れ
亦
そ
の
輸
出
化
に
よ
つW

騎
士
團Q

次
入
增
加 
>ぃ 

目
論
ま
れ
た
の
'で
あ
つ
た
。

騎
士
圆
が
そ
の
任
務
蚤
す
爲
めS.

財
麗
達
の
手
段
と
し
て
質
楚
關
心
を
示
す
崖
つ
た
經
路
は
.、

大
要
以
上
の
如
き
も
の
で 

あ
る
が
、
然
し
.一
度
こ
れk

手
を
染
め
て
收
益
を
得
る
や
、
■

て
そ
れ
は
營
利
の
爲
め
の
經
營
に
轉
化
し
て
行
つ
た
、
そq

取
扱
ふ
.
 

商
品
種
類
は
、
當
初
の
過
_
農
產
物
乃
至
^
拍
の
國
^1
生

產

物

に

限

ら

れ

る

、こ

と

な

く

、

.洪
牙
利
の
銅
、
露
西
亜
の
毛
皮
，
纖
等
の
仲 

繼
輸
け
に
も
關
與
す
る
や
ぅ
に
な
り
そ
れ
に
伸
つ
て
そ
の
規
模
も
漸
次
に
擴
大
し
だ
の
^
あ

っ

た

。
：

か
、
る
騎
士
圓
の
8

經
營
は
、
中
撒
修
道
院
の
蓮
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
多
い
。
ヮ
ル
タ
了
シ
タ
ィ
ン
敎
授
に
よ
と
ま
、

1
道
院
が
商
業
に
關
與
す
る
に
至
つ
た
原
因
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
日
常
必
需
品
の一

部
I

Q
所
領
外
か
ら
求
め
た
こ
と
に
發
す 

る
。
即
ち
■

生
產
物
を
1
場
5

い
て
又
は
商
人
s

_
し
、
.他
方
そ
の
不
足
す
る
食
糧
品
や
衣
料
をj

れ
等
か
ら
得
た
と
と
が
端 

緖

な
の
.で
あ
つ
？

)

。

し
か
も
修
道
院
商
業
に
■お
い
て
は
、
修
道
管
體
の
本
質
か
ら
し
て
、
商
業
の
爲
め
に
こ
れ
を
奮
む
こ
と
は
.
. 

許
さ
れ
な
か
つ
.た
。
從
つ
て
修
麗
領

£

い
て
又
.I

s

fと
す
る
財
貨
_に
對
し
て
關
f

免
除
さ
れ
た
の
は
、
.商
業
利
f

大 

な
ら
し
め
ん
が
S

H
出
で
た

S
.は
な
い
S

。

然
し
實
際
に
は
、
こ
の
制
限
を
？

て
、

一
般
市
民
の
營
む
商
業
と
蒙
な
き
も 

の
に
鬵
し
た
こ
と
、
周
知
の
妻
で
あ
る
。Q

み
な
ら
ず
こ
の
場
合
修
道
院
商
業
は
、「

■交
易
地
點
に
お
け
る
家
屋
、
土
地
の
所
有
、 

或
は
そ
の
用
藩
よ
り
生
ず
る
諸
收
人
の
獲
得
等
に
よ
つ
V
L
.、市
民
商
業
に
比
し
て
可
成
り
の
利
f

享
受
す
る
こ
と
.
が
出
来
た
し
、
， 

又
そ
の
領
民
の
賦
汝
和
片
に
よ
る
廉
價
生
糜
に
よ
つ
て
都
市
民
の
商
業
を
脅
か
す
こ
と
さ
へ
あ
つ
た
、

1
C
〕

o

こ
れ
等
修
道
{元■商
業
つ
^

.

源
*

®
服

*

.#
權

的

利

益

の

諸

點

に

，お

い

て

、

騎

士

團

.貿
易
は
殆
ど
同
樣
の
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
'こ
と
が
出
來
る
o
.

.

い
ま
こ
こ
に
騎
士
團
貿
S

課
さ
：れ
た
制
限
に
つ
^
て
見
る
な
ら
ば
、

I 

ニ
六
三
年
ゥ
ル
、パ
ヌ
ス
四
世
は
、
騎
士
團
の
商
業
許
可
の 

請
願
に
對
し
て
、「

そ
の
領
内
の
'產
物
を
賣
却
し
、
他
の
產
物
を
そ
の
產
地
に
.お
い
て
購
入
す
る
權
利
を
與
へ
る
、
姐
し
利
益
を
目
的
と 

；

し
て
と
れ
を
營
む
こ
と
を
禁
ず
る
し
旨
の
.敎
書
を
輿
へ
た
ハ
こ
の
制
限
條
項
は
、
前
記
•の
修
道
院
商
業
.に
對
す
る
制
限
と
同
一
趣 

旨
に
出
づ
f

 

Qと
い
.へ

衾

、
•然
し
騎
士
團
S

易
經
營
を
事
實
上
禁
止
す
f

Q

.に
外
f

な

か

つ

，た
。

そ

れ

は

.全

く

騎

士

圃

の 

.

.拟
待
に
反
す
る
も
の
、‘
そ
し
て
遵
奉
し
得
べ
く
も
な
い
.も
の
で
あ
.つ
た
。
こ
と
に
お
い
：て
企
て
ら
れ
炎
の
.が
、
敎
書
の
罌
で
あ
る
。 

即
ち
ニ
ー
五
七
年
に
敎
皇
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ァ
四
世
の
發
す
る
も
の
と
し
て
、
右
の
制
限
條
項
を
削
除
し
た
無
條
件
的
商
品
寶
買
許
可
の 

敎
書
を
作
成
し
た
の
で
.あ
つ
た
7

)

0

こ
の
肩
作
事
件
に
よ
つ
て
騎
士
團
が
、
縱
令
形
式
的
に
せ
よ
、
そ
の
商
業
行
爲
を
正
當
化
し
た 

と
い
ふ
こ
と
は
と
の
前
後
に
お
い
て
騎
士
團
商
業
自
體
が
變
化
し
始
め
た
こ

.と
を
物
語
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
.な
い
。
即
ち
當
初 

そ
.i

要
充
足
の
爲
め
に
行
は
れ
た
商
業
が
、
い
^

や
こ
れ
を
超
え
て
利
潤
獲
得
の
爲
め
の
經
營
と
轉
化
し
つ
、
あ
つ
た
と
と
を
示
す 

の
で
あ
る
。
從
つ
て
騎
士
團
貿
易
‘は
、
第
十
三
世
紀
後
半
に
發
達
し
始
め
た
と
い
ふ
と
と
が
出
來
よ
ぅ
。
素
よ
り
そ
の
正
確
な
時
日
は 

と
れ
を
知
る
べ
く
も
な
い
。
然

し

蓮

Q
.
K

 a

ィ
セ
ン
征
服
完
了
後
、
即
ち
第
士
ニ
世
紀
末
以
降
に
；

j

れ

签

め

て

、
恐
ら
く
大
過
は 

あ
る
ま
V

O
但
し
デ
ェ
ネ
ル
敎
授
の
い
は
れ
る
や
ぅ
，に
、
騎
士
團
貿
易
が
第
士1

一
，世

紀

後

半

以

來

旣

に

「

特

殊
{目
吏
に
よ
つ
て」

營
ま
れ 

て
ゐ
た
と
ま
で
斷
言
す
る
；

J

と
は(

8〕

、
こ
れ
を
躊
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

• 

. 

"

'

^

.
,

,然

し

な

が

ら

次

，の

货

紀

の

ニ

〇

年

代

に

は

、

獨

逸

騎

士

團

展

讲

に

は

貿

易

官

(Schafer, 

K
l
e
i
n
s
c
b
s
e
r
)

に

つ
い

て

の

規

定

が

現

は

辑
逸
騎
士5

つ

い

て

A
一
二
 

C

八

雲



调
，逸
骑
士
醸
に
つ
い
て

 

九

拽

C
A
«
Q
>

.
-
、
.

.
' 

. 

■ 

. 

. 

.

れ
る
。
.そ
し
.

H

遲
く
ネ
同
世
紀
中
葉
に
.は

、
彼

等

を

統

轄

す

：る

貿

通

(
G
r
o
s
s
s
c
h
a

穿reiv.

制

度

が.設
け
.ら
れ
.た

(
C
o
。

'

t

こ

に

至

づ

： 

て
は
ノ
騎
士
團
の
貲
易
活
動
は
全
べ
そ
の
體
制
を
備
へ
柬
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
か
。
し
か
も
こ
の
第
十
四
世
紀
中
葉
.ば
、既
述
の
如
く
、
 

プs

イ
セ
ン
植
民
内
容
の
.轉
換
期
に
當
る
0
'獨
逸
騎
士
_

と
し
_て
は
そ
.の
收
納
す
る
穀
物
數
.量
.が
遞
增
す
る
時
，で
あ
0
た
0
.こ
の
海
 ̂

輸
娶
紐
織
化
す
t

と
は
當
然
な
處
|

あ
つ
た
と
い
へ
よ
ぅ
。

へ 

つ
 

.で

.は
騎
士
幽
の
貿
易
管
理
組
織
は
如
，何
な
る
も
：.の
で
あ
つ
た
か
。
最
高
管
理
機
關
は
、

マ
”ノ
ィ
ェ
ン
ブ
ル
ク
と
ケ
工
ニ
ヒ
ス
べ
ル
タ 

と
に
設
け
ら
れ
.た
質
易
局
で
あ
り
、
各
々
貿
易
長
官J

c
o
s
s
s
s
c
b
a
f
f
e
r
〕

を
戴
く
。

マ
'リ
ィ
f
ン
ブ
ル
ク
.貿
易
局
は
、
ワ
イ
ク
セ
ル
^

 ̂

地
方
の
農
產
物
輸
出
を
主
と
し
て
管
尊
し
、
ヶ
ュ
一
ー
ヒ
：ス
べ
ル
ク
貿
易
局
は
ザ
ム
ラ
ン
ド
の
.琥
珀
貿
易
に
主
カ
を
注
い
だ
10)

0

然
し 

こ
の
區
別
は
必
ず
し
も
截
然
と
遵
守
さ
れ
て
ゐ
た
わ
け
.で
は
な
い
。
殊
に
騎
士
團
貿
易
が
發
展
す
る
に
つ
れ
'て
、
1當
初
の
.分
#:
制
度
は 

相
混
淆
せ
ざ
る
を
得
な
か
.つ
た
。
從
つ
て
貿
易
長
官
の
職
務
を
、
ザ
ッ
ト
ラ
ァ
敎
授
に
よ
つ
て1

般
化
し
て
い
べ
ば(

11
>
、
騎
士
團
の
所 

有
に
屬
す
る
領
^
生
康
物
を
購
入
し
、
と
れ
を
諸
地
方
に
送
つ
て
他
の
.必
要
商
品
と
交
易
す
る
と
と
に
あ
つ
た
と
-い
へ
る
。
の
.み
な
ら 

ず
場
合
に
よ
つ
て
は
、
こ
の
後
者
を
稗
販
賣
し
て
仲
介
取
引
.を
行
ふ
?:
と
も
あ
り
、
更
に
は
貨
幣
業
務(

徵
利
貸
付
、
兩
替
、定
期
金
■賣 

買)

を
營
む
こ
と
も
あ
つ
た
。
要
す
る
に
、
卸
商
•船
主
•仲
介
商
•金
貸
と
し

て

の
廣
汎
な
商
_行
，爲
を
^
|«
.す
る
任
務
を
帶
び
.て
ゐ
た
.の 

で
あ
る
。
次
に
彼
の
下
級
機
關
と
し
て
、
.騎
士
園
の
諸
域
塞
、
.少
く
と
も
そ
の
大
な
る
城
寒
：に
は
、
貿
易
官
が
駐
在
す
る
。
貿
易
官
は 

當
該
行
政
.地
.區
の
必
要
物
資
を
調
達
す
.る
と
同
時
に
、
該
地
の
過
剩
生
產
物
を
賣
却
す
る
任
務
を
帶
び
た
。
と
れ
等
貿
易
官
、
貿
易
長

宫
は
、
■騎
士
團
員
よ
り
有
識
者
を
選
ん
で
こ
れ
を
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
尙
と
の
外
にLieger, 

W
rthe, 

Diener, 

Knechte 

.の
順

• 

. 

.

位
を
持
つ一

連
の
貿
晶
補
助
者
が
あ
つ
た
が
ノ
こ
こ
に
.
は

L
i
f

は
主
要
輸
出
地
に
駐
在
す
る
代
理
人
、
I

皆
以
下
は
そ
の
時 

ず
の
必
耍
に
應
じ
て
貿
易
業
務
.に
雇
傭
：せ
ら
れ
る
者
と
い
ふ
に
止
め
て
置
く
0

)

，

：

，

マ
リ
ィH

ン
フ
ル
ク
及
び
ヶ

H 

一

i

ヒ
ス
べ
ル
タ
の
兩
貿
易
局
を
通
じ
て
、即
ち
獨
逸
騎
士
圑
の
貿
晶
先
は
歐
羅
巴
の

各
地
に
亙
つ
た
。 

然
し
ブ
ロ
イ
セ
ン
乃
至
そ
の
奥
地
の
，主
要
產
物
と
そ
の
I

と
す
る
西
歐
商
品
と
か
ら
し
て
、
そ
の
貿
易
の
.中
樞
％
、
中
世
後
期
S

け 

る
大
商
業
I

、
即
ち
プ
ロ
イ
セ
ン

=
M

N

ン
ド
ル
S

路
に
沿
ふ
も
の
で

I

t

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
？

の
兩
地
間
の
商 

業
連
絡
は
單
に
f

馨

な

地

位
I

め
る
の
み
I

ず
、
そ
の
成
立
の
年
代
に
つ
い
て
も
f

古
い
も
の
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。 

腐
.逸
騎
士
圃
の
制
服
た
る
黑
十
字
を
友
胸
部
に
附
し
た
自
色
マ
ン
ト
に
は
、
フ
.ラ
ジ
ド
ル
の
毛
‘織
物
が
必
要
で
あ
つ
た
。
と
の
也
方
、

萬

人

に

费

さ

れ

た

甓

は
、
中
世
後
期
の
世
界
市
場
ブ
ル
ゥ
ヂ
ュ
に
お
い
て
最
も
有
利
に
こ
れ
を
賣
却
す
る
こ
と
が
出
來
た
し
、
又 

こ
の
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
は
、
第
十
四
世
紀
以
来
英
吉
利
と
並
ん
で
、
8

の
農
糜
物
輸
入
I

要
と
し
た
の
で
あ
つ
た
。u

の
貿
晶
品 

震

は

V

の

頃

東

西

兩

歐

の

，
商

業

路

上

に

雄
哪
し
て
ゐ
た
獨
逸
ハ'V

サ
の
そ
れ
と
合
致
す
る
。
否
い
ふ
べ
く
ん
ば
か
4

.騎
士
團 

，貿
易
は
、全
體
と
し
て
の
獨
逸
ス
ン
ザ
質
f

部
分
を
形
成
す
る
も
の
5

た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、騎
士
倒
貿
易
品
の
.海
上
輸
送 

名
獨
逸
ハ
.ン
サ
备
の
船
舶
に
ょ
つ
て
ー
し
か
も
正
規
的
に
I

行
は
れ
た
こ
と
齡
く
な
い
s

>
即
ち
商
品
輸
送
K
闕
し

て

も

、 

騎
士
圃
贸
易
は
.
ハ
ン
ザ
海
運
業
の
ー
部
を
_

成
し
て
ゐ
.
た
の
で
あ
つ
>

0
 

.

獨
逸
ハ
ン
ザ
と
獨
逸
騎
士
國
と
が
、
そ
の
貿
易
•海
運
の
領
域
に
お
い
て
、
全
體
と
部
分
と
の
關
係
を
持
し
て
ゐ
た
こ
と
ょ
、
|
應
そ 

の
間
に
摩
擦
I

と
と
を
推
定
せ
し
め
る0

事
實
騎
士
團
貿
為
が
尙
小
規
模
の
も
の
に
止

ま

つ

；

た
限
り
、
兩
者

の

間

に

は

讓

的

置 

獨
逸
騎
士
囫
g

い

て
.

.

九

五

(

八

四
一)
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，四

0

氣
が
漂
つV

ゐ
た
。
然
し
ヒ
れ
が
强
大
な
も
の
に
進
展
し
行
く
に
つ
れ
て
、
そ
め
關
係
は
漸
次
變
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
卩

■ 

' 

- 

•

.
 

.

兩
雄
相
並
び
た
X
ず
と
の
譬
は
、
獨
逸
騎
士
團
貿
易
と
獨
逸
ハ
ン
ザ
貿
易
に
も
適
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
つ
た
。
襲
の
利
害
協
同
は
、
後 

に
競
爭
、
そ
し
て
對
立
關
係
に
轉
化
す
る
。
そ
.の
直
接
の
契
機
と
な
つ
た
も
の
は
、
ズ'V

ド
海
峽
迂
囘
航
海
に
よ
つ
て
、
柬
西
兩
歐
閒 

の
值
接
連
絡
が
可
能
と
な
つ
た
こ
と
に
求
め
ち
れ
よ
ぅ
。
そ
れ
は
第
十
四
世
紀
後
半
、
獨
逸
騎
士
.團
貿
显
品
の
特
性一

^
萬
荷
—

か 

ら
し
て
、
貿
易
發
展
.と
共
に
當
然
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
だ
つ
た
の
で
あ
る
。 

-
 

.
し
か
も
騎
士
圃
と
ハ
ン
ザ
と
の
對
立
形
成
は
、
.こ
れ
を
唯
一
.
の
.契
機
と
す
る
の
で
は
な
い
。
騎
士
團
の
諸
貿
易
官
吏
が
ハ
ン
ザ
の
諸 

特
權
を
享
受
す
る
上
か
ら
は
、

ハ
ン
ザ
都
市
民
と
同
等
の
地
位
を
得
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
必
ず
し
も
そ
の
義
務
を
位
に
守
る
と
は
限 

ら
な
か
つ
た
こ
と
も
、
兩
者
の
關
係
を
恶
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
つ
た
。
即
ち
彼
等
は
ハ
ン
ザ
會
議
や
商
館
の
決
議
を
破
る
こ
と
屢
 々

で
あ
つ
た(

14〕

。

更
に
騎
士
®
領
內
の
ブ
ロ
イ
セ

.
ン
.諸
都
市
が
獨
逸
ハ
ン
ザ
に
加
盟
し
て
を
り
、.
と
の
ブ
ロ
イ
セ
ン
の
特
殊
利
害
が
リ 

ュ
ベ
ッ
ク
を
先
導
と
す
る
全
ハ
ン
ザ
の
利
害
と
合
致
し
得
ざ
る
こ
と
、
從
つ
て
こ
.の
獨
逸
ハ
シ
ザ
内
部
に
お
け
る
利
害
對
立
も
亦
、
騎 

士
圃
と
ハ
ン
ザ
と
の
關
係
M
化
に
絡
み
、
M
に
そ
の
對
立
を
强
め
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
都
市
が
そ
の
領
邦
君
主 

た
る
獨
逸
騎
士
團
に
從
風
し
て
ゐ
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
事
態
は
更
.に
進
展
し
て
、
こ
の
プ
口
イ
セ
ン
諸
都
市
が
騎
士
團
支
配
よ
り
-
 

の
解
放
を
希
求
し
、
 

こ
れ
に
對
し
て
騎
士
團
が
抑
壓
を
加
へ
る
に
及
ん
で
、

と
れ
か
ら
し
て
も
ハ
ン
ザ
と
騎
士
團
と
の
對
立
は
促
が
さ 

れ
る
に
至
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
'縱
令
ブ
-ロ
，イ
セ
ン
諸
都
市
が
、
前
記
の
如
く
1

1
へ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
ゥ
ェ
ン
.デ
ン
諸
都
市
と
そ 

の
利
害
忙
ぉ
ぃ
て
背
反
す
る
と
ヒ
ろ
ぁ
り
と
_
も
、
尙
そ
れ
等
が
獨
逸
ハ
ン
ザ
に
如
盟
す
る
眼
り
、
右
の
騎
士
圃
の
K
追

は

.
ハ
ン
ザ
都

市
に
對
し
て
.加

へ

ら

れ

た

も

の

と

等
.し
く
、AJ

れ

は

そQ

盟
主
リ
t
へ
ッ
ク
の
寬

容
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
プ
ロ
イ
セ
ン
諸
都
市
は
、
騎
士
園
の
支
配
か
ら
脫
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
騎
士
園
貿
易
が
、
そ
' 

等
諸
都
市
の
霞
人
の
營
む
商
業
と
競
爭
關
係
に
た
ち
、
し
か
も
と
の
場
合
騎
士
圃
は
政
治
的
支
配
者
な
る
を
恃
み
と
し
て
、
後
者
を
そ 

の
强
權
杧
よ
っ
て
壓
伏
せ
ん
と
す
る
こ
と
再
三
.に
及
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
這
般
、の
事
情
を
、
レ
ン
ヶ
ン
氏
の
所
說
に
從
つ
て
と
こ 

に
述
べ
よ
ぅ
c
15)

o

先
づ
騎
士
圃
貿
易
と
ブ
ロ
イ
セ
ン
都
市
民
の
貿
易
と
の
競
爭
は
、「

そ
れ
自
體
旣
に
異
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
と 

な
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
都
市
の
商
人
の
競
爭
者
た
る
兩
貿
易
局
は
、
騎
士
團
全
體
の
莫
大
な
貨
幣
手
段
を
行
使
し
居
る
地
位
に
あ
る
の 

み
な
ら
ず
、
そ
の
統
一
的
指
揮
下
に
置
か
れ
た
廣
汎
な
組
織
は
、
私
人
の
力
量
の
到
底
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
制
度
的
優
越
を
有
す
る
も
の 

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る」

。「

騎
士
團
は
こ
の
貿
易
組
織
に
よ
っ
て
、廉
價
な
そ
し
て
多
_
な
商
品
を
1
入
す
る
ヒ
と
が
出
來
た
0
然
る
に
•
 

こ
れ
は
諸
都
市Q

商
人
か
ら
見
れ
ば
、
供

給

繁

の

減

少

暴

し

く

、
甚
だ
苦
痛
と
す
る
I

ろ
で
あ
っ
た
。
.
し
か
も
騎
士
園
は
か
、 

る
利
益
を
獲
得
す
る
だ
け
で
は
滿
足
せ
ず
、
.そ
の
諸
貿
易
官
吏
に
特
權
を
賦
與
し
て
こ
れ
を
行
使
せ
し
め
たc

實
際
は
と
の
特
權
の
全 

.部
が
騎
士
團
長
に
よ
っ
て
賦
與
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、大
部
分
は
貿
易
長
官
或
は
そ
の
下
級
官
吏
が
勝
手
に
創
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た0 

然
し
そ
.の
恣
意
の
故
に
却
づ
て
諸
都
市
の
商
人
は
惱
ま
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
諸
都
市
に
.と
.っ
て
は
、
こ
の
.勝
權
の
賦
與
及
至
創
出
ほ
、 

苗
下
の
犠
牲
に
お
い
て
領
主
權
を
不
法
に
行
使
す
る
も
の
と
し
か
感
ぜ
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
.も
.と
れ
に
對
す
る
訴
もI

向
聽
き
.入
れ 

ら
れ
な
か
0
た
の
で
あ
る
0」

騎
士
團
貿
易
の
發
展
に
伴
っ
て
惹
き
起
さ
.れ
た
か
く
の
如
き
ブ
ロ
イ
セ
シ
■諸
都
市
の
不
滿
と
反
感
と
は
、
聽
が
て
後
述
す
る

也
.方
脅

1

騎
士
國
に
っ
い
て
：
.

功 

• 

九

七

(

八
四
三)
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四)

族
の
騎
士
團
支
配
に
對
す
'る
不
滿
と
.合
流
し
て
、If
士
圈
の
B
部
的
分
裂
を
促
が
す
に
至
る
0
し
か
も
.こ
と
に
生
，じ
た
^
隙
.に
乘
じ
て
、 

ス
ー
ス
ヴ
勢
力
は
侵
入
し
來
り
、

一
四
一
〇
年
の
タ
ン
ネ
シ
べ
ル
タ
の
敗
戰
、
そ
し
て
騎
士
團
國
家
の
崩
壊
と
進
ん
で
行
つ
た
。
從
つ
て 

騎
士
®
貿
易
は
、
' 騎
士
團
の
興
廢
に
對
し
て
功
罪
共
に
負
'ふ
も
.の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
9
即
ち
そ
の
財
源
を
豐
富
な
ら
し
め
た
點
に 

お
い
て
多
大
の
寄
與
を
な
す
も
の
で
あ
つ
た
し
、
騎
士
團
そ
の
も
：の
の
沒
落
に
對
し
て
責
を
負
ふ
と
こ
ろ
と
，

d

亦
大
で
あ
つ
た
の
で
あ 

, 

る
。(

i
 

w
. 

F 

O. S. 54 f., 6
3」

(

2) 

Fritz Renken, 

D
e
r

 Flandernhandel der K

otnigsberger Grosssch

{a:fferei, H
G
b
l
l
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1VO
3
7
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こ
の
論
文
の
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過
般「

社
會
經
濟
史
_
ノ
第
九
卷
第
六
號(
昭
和
十
四
年
九
月
ン
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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四

一,
〇
年
七
月
十
五
日
の
タ
ン
ネV

ベ
.ル
：.ク
の
會
戰
に
お
い
て
微
逸
騎
士
團
の
騎
士
七
.百
名
の
中
、
生
淺
つ
た
者
十
五
名
と
い
は 

れ
.
.そ
の
六
千
の
軍
勢
は
殆
ん
'ど
全
く
戰
死
し
た
と
傳
へ
ら
れ
る
o 
.又
こ
の
會
戰
後
尙
死
守
さ
れ
た
マ
リ
ィ
干v

フ
ル
ク
.の
.
騎

士

團

の 

本
城
も
、
.遂
に
八
週
間
後
に
は
開
城
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。
然
し
こ
れ
等
を
以
'て
騎
士
圃
は
そ
の
姿
を
史
上
か
ら
ぬ
し
た
の
で
は
な 

か
.っ
た
。
騎
士
幽
直
轄
地
の
大
部
八
刀
"
多
'く
の
都
市
、
貴
族
等
は
波
蘭
の
支
配
下
；に
置
か
取
、
翌 

一.1

年
二
月
の
ト
ル
シ
嬸
和
X
ょ
っ
て 

多
額
の
.償
金
支
朔
を
誓
は
ね
対
な
ち
な
か
っ
た
が(

1)

、
尙
そ
の
後「

世
紀
餘
に
五
づ
て
騎
士
圑
は
存
續
し
た
の
で
ぁ
る
。
し
か
も
と 

•■
C
)間

.

一 .

四
六
六
'年
に
は
ノ
殘
餘
の
領
土
の
分
割
が
行
は
れ
、
：彼
蘭
は
西
.プ
ロ
イ
セ
ン
と
工
ル
ム
ラ
ン

.ド
と
を
#
て
バ
ル
ト
海
へ
の
出
口 

文

持

翁

A
j

f

る
他
方
、
騎
玉
團
は
僅
か
に
東
プ
ロ
.イ
セ
ン
を
波
.蘭
國
王
か
ら
の
封
土
と
し
て
保
有
す
る
に
過
ぎ
.な
く
な
_っ
た
。
又

.

.

.獨
逸
騎
士
國
に
っ
ぃ
て
 

■

. 
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淘
.逸
猗
士
圆
-K
っ
い
て 

，
 

：
 

.s

o
 

(

A
:四
六)

.

第

十

六

耻

紀

に

入

っ

そ

、
騎

士

圓

長

ブ

ラ

ン

デ

，ン
ブ

'ル
ク
柏
ア
>

プ
レ
.ヒ
ト
は
、：波
蘭
の
藩
®
を
脫
せ
ん
と
試
.み
た
.が
失
敗
.に
終
つ
た
。 

そ
し
て
ブ
ル
ブ
レ
.ヒ
ト
は
：

一

五
二
五
年
ク
ラ
カ
ゥ
の
滌
約
に
ょ
り
、
プ
ロ
^
，セ
ン
侯
^J

し
て
波
蘭
王
に
附
庸
し
衣
の
で
.あ
っ
炎(

2)

6 

,:
;

と
の
時
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
は
新
敎
に
改
宗
し
、
0

ォ
マ
敎
皇
へ
の
观
屬
關
係
を
燕
ち
.
1世
俗
的
諸
侯
と
し
て
»
對
.を
受
け
た
の
で
あ
る
。 

I 

從
.'っ
て
獨
逸
騎
士
團
は
こ
の
遺
俗
の
時
を
以
て
、

-H
百
年
餘
に
互
る
存
在
を
終
っ
た
と
做
す
べ
き
で
あ
ら
う
。：
然
し
方
が
ら
/

V

れ
ょ
り

百
餘
年
前
の
タ
シ
ネ
ン
ベ
♦ル
ク
會
m
後
は
、
騎
士
圓
は
存
續
す
る
と
い
.ふ
も
、
そ
れ
は
東
北
邊
篼
の
，重
鎮
と
し
て
自
他
共
忙
許
す
偉
容 

を
備
ぇ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
騎
士
團
國
家
の
撕
權
と
自
主
性
と
は
、
.
こ

の
敗
戰
を
以
て
事
實
上
失
は
れ
た
の
で
あ
.る
。
そ
れ
故
以 

.上
に
お
い
て
は
、
こ
.の
.一
四
一
〇
年
を
以
て
騎
士
團
は
沒
落
せ
る
も
の
と
做
し
て
來
た
の
で
あ
る
。く 

:

,

扨
て
本
稿
に
お
い
て
殘
さ
れ
た
問
題
は
、
こ
，の
騎
士
團
の
沒
落
の
原
因
を
探
ね
る
と
と
'で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
が
騎
士
團
の
貿
易 

に
あ
る
と
と
は
、
旣
に
前
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
こ
.ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、こ
の
騎
士
園
の
後
期
的
活
動
は
、
敎
書
僞
造
の
事
例
に
ょ 

っ
て
も
明
か
な
や
う
に
、
騎
士
圃
の
本
來
の
存
在
意
義
と
は
遙
か
に
隔
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
貿
易
經
營
自
體
が
旣
に
騎
士
團
の
世
俗 

化
の
開
始
を
語
る
も
.の
だ
っ
た
.の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
貿
易
が
整
備
さ
れ
た
組
織
を
持
っ
や
う
に
な
っ
た
第
十
四
世
紀
後
半
に
は
-
 

;

, 

騎
士
團
成
立
の
前
提
條
件
す
ら
失
は
れ
始
め
て
ゐ
た
こ
と
を
思
ひ
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち

一
三
八
六
年
リ
タ
ゥ
エ
ン
が

基
督
敎
に

改
宗
し
た
爲
め
に
、
異
敎
徒
克
服
と
い
ふ
騎
士
團
の
本
來
の
使
命
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
9〕

。

そ
し
て
こ
れ
と
共
に
、

> 

.
 

•

そ
れ
ま
で
騎
士
團
を
支
配
し
て
ゐ
た
献
身
的
從
軍
の
熱
意
は
失
は
れ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
騎
士
團
の
課
題
の
消
營
を
轉
機
と
し 

、
て
、
騎
士
断
が
質
易
經
營
と
い
ふ
世
俗
的
な
業
務
に
尊
念
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
何
等
異
と
す
る
と
と
ろ
な
い
と
い
ふ
べ
き
で
あ

騎
士
團Q

世
俗
化
は
、
騎
士
園
全
體
と
し
て
右
の
如
く
い
ひ
得
る
の
み
な
らf
s
、

こ
れ
を
構
成
す
る
個
々Q

騎
士
に
っ
い
て
も
亦
忍 

め
得
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
.彼
等
も
亦
神
S

に
そQ

身
を
献
げ
る
刺
戟
を
失
っ
マ
そg

代
り
に
世
俗
的
權
ヵ
と
所
有
欲
と
を
専
ら 

に
す
.る
に
至
っ
て
.
ゐ
る
。

こ
こ
に
は
そ
の
，

經
緯
を
省
略
す
る
が
、
第
十
匹
世
紀
後
半
に
領
內
植
民
に
轉
じ
て
後
の
土
地
制
度
乃
麗
業 

勞
働
關
係
に
お
け
み
動
向
は
-
.こ
の
彼
等
の
目
標
の
變
化
を
加
實
に
語
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
k

ハ(

4

)

0 

/

多
論
そ
の
實
質
に
お
い
て
か
、
る
變
容
を
示
し
た
i
い
ふ
も
の
の
、
尙
騎
士
團
は
、
少
べ
と
も
そ
の
外
形
に
お
い
€-
.̂

、
成
立
1*
切 

の
目
的
を
保
有
し
て
ゐ
た
:°
從
っ
て
そ
れ
は
謂
は
^
精
神
的
n
世
俗
的
團
體
と
も
稱
す
べ
き
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の 

中
に
含
ま
.れ
た
矛
盾
か
ら
し
て
、.
遂
に
沒
落
す
る
や
う
に
な
っ
た
と
概
括
す
る
こ
と

も
出
来
る
の
で
あ
る
。

前
記
の
騎
士
團
と

都
市
乃 

至
市
民
とQ

間
に
釀
しS

さ
れ
た
不
滿
も
、
と
の
內
的
矛
盾
の
然
ら
し
め
f

こ
ろ
と
い
会
と
が
出
來
.ょ

う

.。

又
移
住
農
民
が
そ
の 

最
初
の
間
は
去
らQ

强
力
な
保
■

喜
ん
.蓮
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
蒙

て

領

內Q

治
安
s

.

fれ
、
彼
等
自
身
急
の
土
他
に 

落
付
く
や
う
に
な
る
と
'
爨
の
滿
足
が
轉
じ
.て
不
滿
と
な
.っ
て
行
っ
た
こ
と
もG

o
〕
-

.同
じ
根
源
に
發
す
る
も
の
、
そ
し
：て
そ

(D
-經
路 

も
市
民
の
反

抗

と

同

，一
の
方
向
に
進
ん
f

の
.と
い
へ
る
。
騎
士
團
と
都
市
と
の
間
の
：融
合
點
が
稀
薄
に
な
る
と

同

樣

に
、

.農
民
か
ら 

も
衷

心

ょ

り

の

協

調

は

期

待

し

得

な

く
な
っ
た
の
で
I

O

 

•し
か
も
騎
士
團
國
内
の
對
立
形
成
は
、
.
こ
れ
の
.み
に
止
ま
ら
な
か
.っ
た
。 

フ
ロ
ィ
セ
ン
貴
族
も
亦
.
'そ
の
領
主
:̂
し
て
の
.
騎
士
.圑
に
對
レ
て
深
い
不
滿
の
念
を
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
0

例
へ
ば
騎
士
團
へ
の
加 

入
は
困
難
と
な
り
、
‘
.又そ
の
行
動
の
自
由
も
多
か
れ
.少
か
れ
制
約
を
受
け
る
や

う

に
-な

る

と

、
彼
等
貴
族
と
騎
士
團

と

の

寿

に

は

、

越.

獨

織

士

•
國

に

っ

い

て

 

一
2
 
.’
 

(

八
四
七

)



獨
逸
騎
士
國
に
づ
い
.て
 

. 

一
0
1
一

(

八
四
八)

ゆ
.ベ
；か
ら
ざ
る
溝
洫
が
介
往
す
る
に
至
.る
。
そ
れ
を
具
體
的
に
示
す
も
の
.が
、
第
十
五
.世
紀
初
年
に
：ブa

ィ
セ
ン
#
族
に
ょ
っ
て
、
騎 

士
團
に
對
立 1
す
る
彼
等
の
團
體
と
し
て
、.
3
<
1
6
<

±
1
3
€
&
§
<
1亦
結
成
さ
れ
.た
こ
と
で
あ
る(

5)

0 

.

.か
く
.
.の
如
含
内
部
的
對
立
'が
、
ク
シ
ネ
ン
べ
ル
ク
會
戰
前
の
騎
士
團
國
內
に
お
い
て
_

ま
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
表
面 

に
お
い
て
は
、前
記E

i
d
e
c
h
s
e
n
b
u
n
d

の
結
成
を
除
い
て
、
尙
騎
士
團
は
統.1

的
支
配
の
下
に
あ
っ
た
。
然
し
そ
の
内
部
構
造
は
、
そ 

の
本
來
，の
存
往
意
義
を
失
っ
て
以
来
、
徐
々
に
變
化
を
蒙
っ
て
ゐ
た
の
で
'あ
る
。
し
か
.も
こ
の
頃
、
こ
の
内
部
的
對
立
に
加
え
て
、
外 

部
に
は
.騎
士
圃
國
家
の
崩
壞
に
資
す
る
諸
勢
力
.が
擡
頭
し
始
め
て
ゐ
た
。
波
蘭
•
リ
タ
ウ
1H

ン
。
そ
し
て
露
西
蓝
の
國
民
的
擡
頭
が
そ
れ 

.で
あ
る
。
騎
士
團
は
こ
れ
等
の
.敵
對
的
勢
力
に
對
し
て
、
内
部
的
對
立
を
包
藏
し
っ
\

と
れ
に
備
へ
ね
、ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ 

た
*
國
内
に
協
和
を
缺
く
も
.の
が
、
ど
.ぅ
し
て
國
民
的
團
結
に
基
づ
く
外
來
勢
力
に
對
抗
し
得
る
で
あ
ら
ぅ
か
。
タ
ン
ネ
ン
ベ
ル
ク
の 

會
戰
は
、
•こ
の
總
決
箅
■に
外
な
ら
.な
か
.つ
た
の
.で
あ
る
。
，
 

.

 

-

•

.

騎
士
圃
沒
落
の
原
匪
.と
し
て
は
、
' 尙
以
允
の
外
に
，
騎
士
團
を
鞲
成
す
：る
騎
士
及
び
移
住
農
民
•
市
民
と
、獨
逸
帝
國
と
の
血
の
っ
な 

が
り
が
稀
薄
ど
な
っ
'た
こ
と
.が
擧
げ
ら
れ
る
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
、
第
十
四
世
紀
中
葉
■の
藤
疫
蔓
延
以
降
、
プa

ィ
セ
ン
都 

市

民

••と

獨

逸

本

土

と

の

間

の

岸

緣

關

係

が

次

第

に

薄

れ

行

く

に

っ

れ

て
、
そ
の
特
殊
的
利
害
を
主
張
す
る
と
と
多
く
な
り
、
こ
、こ
に
生 

.じ
た
ウ
f

M

ア
'ン
都
市
群
と
.の
利
害
背
反
が
、.
纖
が
て
東
北
歐
紀
#
け
る
獨
逸
ハ
シ
.ザ
の
勢
力
衰
退
，の一

因
と
な
つ
た
こ
と0

0

か
ら 

類
推
さ
れ
が
の
.で
.あ
る
。
獨
逸
騎
士
團
の
興
廢
に
も
、
こ
の
'血
.緣
原
則
の
影
響
が
}
っ
た
の
で
は
な
か
ら
ぅ
か
。
然
し
現
在
，の
と
こ
ろ 

私
と
し
て
は
、
尙
こ
れ
を
確
認
す
る
ま
で
の
資
料
を
得
て
ゐ
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
は
た
^
.

1
晦
指
示
す
る
だ
け
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
他
日
の
硏
鑽
に
期
す
る
次
第
で
あ
る
„
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